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「
盤
の
義
務
」

と

「
聖
戦
」

と
の
関
で

潰

田

正

美

一

問

題

の

所

在

二
清
朝
の
立
場
|
天
命
|

三
ム
ス
リ
ム
の
立
場

ω
ダ
1
ル
・
ア
ル
・
イ
ス
ラ
l
ム
か
、
ダ
l
ル
・
ア
ル
・
ハ
ル
プ
か

ω
「
堕
の
義
務
」

助

「

聖

戦

」

四
「
懸
の
義
務
」
と
「
聖
戦
」
の
閲
で

。
ん

の
ん

問

題

の

所

在

清
朝
の
版
画
に
組
み
込
ま
れ
た
内
陸
ア
ジ
ア
の
諸
地
域
の
う
ち
、
モ
ン
ゴ
リ
ア
と
チ
ベ
ッ
ト
に
劃
す
る
清
の
統
治
は
、
前
者
で
は
清
園
皇
一
帝

と
モ
ン
ゴ
ル
王
侯
聞
の
主
従
関
係
、
後
者
の
場
合
は
同
じ
く
清
園
皇
一
帝
一
と
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
の
聞
の
、
出
家
と
そ
の
大
檀
越
と
し
て
の
関
係
に
基

(
1〉

づ
い
て
「
合
法
性
」
を
獲
得
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
な
ら
ば
、
清
の
内
陸
ア
ジ
ア
の
う
ち
、
残
る
東
ト
ル
キ
ス
タ
ン
、
就
中
夕
日
ム

盆
地
の
オ
ア
シ
ス
の
住
民
の
眼
に
、
異
教
徒
で
あ
る
清
朝
の
支
配
は
如
何
な
る
も
の
と
し
て
「
合
法
化
」
さ
れ
て
い
た
の
か
。
以
下
に
論
じ
よ

う
と
す
る
の
は
こ
の
問
題
で
あ
る
。
東
ト
ル
キ
ス
タ
ン
の
ム
ス
リ
ム
は
、
軍
事
征
服
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
清
朝
(
及
び
中
華
民
園
と
人
民
共

，

〈

2
〉

和
園
〉
の
統
治
を
合
法
化
は
お
ろ
か
喜
も
是
認
し
て
お
ら
ず
常
に
抵
抗
を
縫
績
し
て
来
た
、
と
す
る
立
場
か
ら
は
、
こ
う
し
た
問
題
設
定
自
檀



が
既
に
震
に
す
る
も
の
で
あ
る
と
の
非
難
を
被
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
清
朝
に
興
し
て
そ
の
統
治
の
一
端
を
捻
っ
た
人
々
が
存
在
し
た

こ
ん
}
も
亦
紛
れ
の
な
い
事
責
で
あ
り
、
彼
ら
の
聞
に
働
い
た
で
あ
ろ
う
合
理
化
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
検
討
を
加
え
る
こ
と
も
あ
な
が
ち
無
意
味
と

は
思
わ
れ
な
い
。
以
下
で
は
蛇
足
な
が
ら
先
ず
清
朝
の
側
に
つ
い
て
、
そ
の
東
ト
ル
キ
ス
タ
ン
の
支
配
を
合
理
化
す
る
理
念
を
確
認
し
、

で
ム
ス
リ
ム
の
側
の
心
意
と
理
念
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
い
。

ペコ
L、

清
朝
の
立
場
|
天
命
|

ハ
3
)

乾
隆
一
帝
に
よ
れ
ば
、
東
ト
ル
キ
ス
タ
ン
の
征
服
は
天
佑
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
た
「
非
常
之
功
」
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。

頗
る
能
く
威
行
わ
れ
、
天
山
迩
南
は
官
を
建
て
都
を
設
く
る
と
難
ど
も
、
而
し
て
天
山
迩
北
は
本
よ
り
至
る
能
わ
ざ
る
な
り
。
即
ち
二
一
の
寵

ハ
4
〉

康
の
固
有
る
も
、
然
れ
ど
も
飯
服
常
な
ら
ず
、
征
調
鷹
ず
る
な
し
。
叉
安
ん
ぞ
能
く
其
の
地
を
履
み
て
之
を
彊
索
し
え
ゐ
哉
、。
」
し
か
る
に
今
、

漢
唐
の
不
可
能
事
を
矯
し
得
た
の
で
あ
る
か
ら
に
は
、
自
ら
こ
そ
が
最
も
良
く
「
天
に
順
う
者
」
で
あ
る
と
乾
隆
帝
は
自
負
し
て
い
た
こ
と
で

「
漢
唐
の
盛
時
も
亦

あ
ろ
う
。

「
具
族
」
で
あ
り
な
が
ら
中
華
文
明
の
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
を
以
て
任
じ
た
彼
に
と
っ
て
は
、
敬
天
は
人
類
の
普
遍
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

-123ー

か
っ
た
。今

、
漢
語
を
以
て
天
を
指
さ
ば
則
ち
天
と
日
い
、
国
語
を
以
て
天
を
指
さ
ば
則
ち
阿
卜
略
与
宮
と
日
い
、
蒙
古
語
準
語
を
も
っ
て
天
を

指
さ
ば
則
ち
騰
格
亘
窓
口
路
島
-
と
日
い
、
西
番
語
を
以
て
天
を
指
さ
ば
則
ち
那
木
曙

E
B
B
-同
Z
・
と
臼
い
、
ー
回
語
を
以
て
天
を
指
さ

ぽ
則
ち
阿
思
満

E
B
E
と
日
ぅ
。
ム
官
し
回
人
天
を
指
し
て
以
て
漢
入
に
告
げ
て
此
ア
l
ス
マ

l
ン
な
り
と
日
わ
ば
、
漢
人
必
ず
や
以
て

非
と
震
さ
ん
。
漢
人
天
を
指
し
て
以
て
回
人
に
告
げ
て
此
天
な
り
と
日
わ
ば
、
回
人
も
亦
必
ず
や
以
て
非
と
痛
さ
ん
。
此
も
亦
一
の
非
な

り
。
彼
も
亦
一
の
非
た
り
。
庸
誼
之
を
知
熟
し
て
以
て
是
と
爵
さ
ん
や
。
然
れ
ど
も
仰
首
し
て
以
て
昭
昭
の
上
に
在
る
を
望
ま
ば
、
漢
人

釘5

は
以
て
天
と
震
し
て
之
を
敬
い
、
回
人
は
以
て
ア
l
ス
マ
1
ン
と
帰
し
て
之
を
敬
う
。
是
即
ち
其
れ
犬
同
な
り
。
貫
に
既
に
名
を
同
じ
く

(
5〉

令
J

れ
ば
亦
閉
じ
が
ら
ざ
る
無
し
。
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故
榎
一
雄
教
授
に
よ
っ
て
、
同
文
の
思
想
も
し
く
は

F
H
m
E白
色

n
c
E〈
m
g佐
々
と
命
名
さ
れ
た
乾
隆
一
帝
の
世
界
観
及
び
そ
れ
に
基
づ
く
言

〈

6
)

語
翻
慨
が
、
質
は
天
道
の
普
遍
性
に
劃
す
る
確
信
に
支
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
天
と
ア
l
ス
マ

l
ン
を
同
一
の
も
の
と
す
る
上
引
の

文
章
か
ら
も
十
分
に
窺
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。
東
ト
ル
キ
ス
タ
ン
の
征
服
が
天
道
に
叶
う
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
清
朝
の
側
で
は
自
明
の
事

ハ
7
〉

(
8〉

柄
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
乾
隆
の
盛
世
を
深
く
慕
い
、
懐
か
し
む
一
面
を
も
併
せ
持
っ
た
と
い
わ
れ
る
襲
自
珍
は
そ
の
「
西
域
置
行
省
議
」
に

い
う
。

「高
宗
皇
一帝
は
叉
天
運
に
雁
じ
て
生
ま
れ
、

天
運
に
雁
じ
て
武
を
用
い
:
:
:
西
迭
を
開
拓
す
。
」
だ
か
ら
、

天
と
乾
隆
の
志
を
縫
ぎ
、

か
つ
は
凍
死
、
餓
死
が
出
る
ほ
ど
の
中
園
の
困
難
を
解
決
す
る
に
は
、
京
師
の
遊
民
を
始
め
直
隷
、
山
東
、
河
南
、
映
西
、
甘
粛
の
民
を
新
彊

に
移
し
て
行
省
を
置
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
襲
自
珍
の
「
卒
等
主
義
」
は
こ
こ
で
も
護
揮
さ
れ
、
旗
戸
が
納
税
の
面
で
若
干
優
遇
さ
れ
る
外
は
、

新
彊
の
人
民
は
皆
一

律
に
遇
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
「
新
遜
の
人
等
及
び
旗
入
国
人
等
は
未
だ
能
く
書
を
知
ら
ず
。
ま
さ
に
請
う
ら
く
は
三
十

年
の
後
に
於
て
事
宮
を
立
て
、
生
員
を
設
け
、
郷
試
を
翠
ぐ
ベ
く
、
現
在
は
議
を
庸
う
る
な
か
れ
。
」
翼
自
珍
に
は
、
天
道
を
載
せ
た

「書」

の
普
遍
性
は
も
と
よ
り
疑
う
べ
く
も
な
く
、
そ
の
死
後
お
よ
そ
四

O
年
、
東
ト
ル
キ
ス
タ
ン
を
一
持
征
服
し
た
清
朝
が
そ
の
地
の
ム
ス
リ
ム
に
封

し

-124ー

「
彼
の
殊
俗
を
興
じ
て
我
が
華
風
に
同
じ
か
ら
し
め
ん
」
と
す
る
政
策
を
寅
行
し
、
先
ず
は
漢
語
の
事
習
を
強
制
し
た
と
き
、
猛
烈
な
反

〈

9
〉

抗
が
沸
き
起
こ
る
こ
と
を
知
る
由
も
な
か
っ
た
。
「
駐
羊
を
以
て
回
男
を
親
ざ
れ
。
禽
雀
を
以
て
回
女
を
侍
せ
ざ
れ
。
回
人
は
皆
内
地
の
人
な

ハ
m〉

り
。
世
僕
な
り
」
と
新
彊
に
赴
任
す
る
旗
人
に
書
き
迭
り
、
同
時
代
の
「
清
園
人
」
の
誰
よ
り
も
「
回
人
」
に
劃
す
る
同
情
を
示
し
得
た
襲
自

珍
に
あ
っ
て
も
、
ム
ス
リ
ム
に
も
彼
ら
の
「
天
道
」
が
あ
り
、
そ
れ
を
載
せ
た
「
書
」
が
存
在
す
る
と
い
う
認
識
は
恐
ら
く
皆
無
で
あ
ア
た
。

東
ト
ル
キ
ス
タ

γ
の
支
配
は
天
命
に
よ
る
と
の
確
信
は
、
歴
史
的
経
緯
に
も
支
え
ら
れ
て
い
た
。
一
六
三
五
年
、
ホ
ン
タ
イ
ジ
は
元
の
制
詰

之
賓
を
入
手
し
、
翌
年
に
は
モ
ン
ゴ
ル
諸
王
侯
か
ら
ボ
グ
ド
・
セ
チ
ェ
ン
・
ハ
ン
の
稽
続
を
奉
ら
れ
た
。
「
是
我
が
大
清
の
受
命
の
始
め
た

(

日

)

(

ロ

〉

り

。

」

マ

ン

ジ

ュ

の

ハ

ン

が

、

「

有

元

之

臣

僕

」

既
に
モ
ン
ゴ
ル
に
ハ
ン
と
し
て
君
臨
し
た
以
上
は
、

に
過
ぎ
ぬ
ジ
ュ
ン
ガ
ル
は
こ
れ
に
従
わ

ね
ば
な
ら
ぬ
筈
で
あ
っ
た
。
そ
の
ジ
ュ
ン
ガ
ル
の
支
配
下
に
あ
り
、

し
か
も
近
い
過
去
ま
で
チ
ャ
ガ
タ
イ
の
後
葡
に
統
治
さ
れ
て
い
た
東
ト
ル

キ
ス
タ
ン
を
版
圃
に
加
え
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
た
天
命
を
受
け
た
清
朝
の
嘗
然
の
権
利
も
し
く
は
義
務
と
み
な
さ
れ
た
。
が
、
清
朝
皇
帝
一
が
チ



γ
ギ
ス
・
ハ
ン
に
裂
す
る
正
統
を
継
ぐ
者
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
東
ト
ル
キ
ス
タ
ン
の
住
民
が
共
有
し
て
い
た
か
否
か
は
別
に
考
え
な
け
れ
ば

(

日

)

な
ら
な
い
。
『

-
R
ム
ス
リ
ム
の
立
場

)
 

噌

'4(
 
ダ
l
ル
・
ア
ル
・
イ
ス
ラ
l
ム
か
、
ダ

1
ル
・
ア
ル
・
ハ
ル
プ
か

世
界
を
「
イ
ス
ラ
l
ム
の
家
」
と
「
戦
争
の
家
」
に
二
分
す
る
観
念
は
、

ハ
日
比
)

の
起
源
を
メ
デ
ィ
ナ
時
代
に
遡
ら
せ
て
い
る
と
い
う
。
古
典
法
撃
の
確
立
と
と
も
に
こ
の
観
念
は
イ
ス
ラ
l
ム
の
基
本
的
な
世
界
観
と
な
り
、

ム
ス
リ
ム
は
シ
ャ
リ
l
ア
の
支
配
が
及
ば
ぬ
地
域
で
生
き
る
こ
と
は
出
来
な
か
司
た
。
「
戦
争
の
家
」
へ
赴
く
こ
と
は
一
般
に
白
鳥

H
F
〈非

難
に
値
す
る
行
策
)
と
さ
れ
、
不
信
者
に
捕
ら
え
ら
れ
た
ム
ス
リ
ム
を
買
い
戻
す
た
め
の
旗
行
の
み
が
辛
う
じ
て
合
法
と
さ
れ
た
。
又
、
不
信
者

の
支
配
地
域
に
あ
っ
て
イ
ス
ラ
l
ム
に
改
宗
し
た
者
に
は
、
ム
ハ
ン
マ
ド
の
ヒ
ジ
ュ
ラ
の
故
事
に
倣
い
「
イ
ス
ラ

1
ム
の
家
」
へ
謹
居
す
る
こ

(

お

〉

と
が
求
め
ら
れ
た
。
一
度
は
「
イ
ス
ラ
l
ム
の
家
」
に
含
ま
れ
た
地
域
が
再
び
不
信
者
に
占
領
さ
れ
る
こ
と
も
「
理
論
上
」
は
充
分
に
あ
り
え

コ
l
ラ
ン
自
腫
に
は
見
い
だ
さ
れ
ぬ
も
の
の
、

ハ
デ
ィ

l
ス
は
そ

-125ー

た
か
ら
、
高
事
に
怠
り
な
い
古
典
法
事
者
た
ち
は
、
「
イ
ス
ラ
l
ム
の
家
」
が
「
戦
争
の
家
」
に
論
落
し
た
と
見
な
し
得
る
篠
件
を
措
定
し
て

い
た
。
聞
ち
ア
ブ

1
・
ハ
ニ
l
フ
ァ
に
蹄
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
不
信
者
に
占
領
さ
れ
た
地
域
に
お
い
て
、

1
.
イ
ス
ラ
l
ム
の
法
に

代
っ
て
不
信
者
の
法
が
行
わ
れ
、

2
.
嘗
該
の
地
域
が
直
接
「
戦
争
の
家
」
に
境
を
接
し
て
お
り
、

3
.
ム
ス
リ
ム
及
び
彼
ら
の
ズ
ィ
ン
ミ

l

〈

日

〉

が
如
何
な
る
保
護
に
も
輿
れ
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
地
域
は
再
び
「
戦
争
の
家
」
に
な
っ
た
と
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
事
態
が
先
ず

寅
際
に
護
生
し
た
の
は
ア
ン
ダ
ル
シ
ア
と
シ
チ
リ
ア
で
あ

っ
た
か
ら
マ

グ
リ
プ
で
優
勢
で
あ

っ
た
マ
l
リ
キ
l
涯
の
法
皐
者
が
ま
ず
こ
の
間

題
に
直
面
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。
彼
ら
の
意
見
は
既
に
匝
々
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
支
配
者
が
寛
容
で
あ
り
、
ム
ス
リ
ム
が
シ
ャ
リ
l
ア

に
従

っ
て
生
活
す
る
こ
と
を
認
め
る
場
合
に
は
、
征
服
さ
れ
た
土
地
に
留
ま
る
こ
と
を
是
と
す
る
者
や
、
更
に
は
、
た
と
え
不
信
者
の
支
配
者

277 



278 

が
不
寛
容
で
あ
っ
て
も
、
生
き
延
び
る
た
め
に
は
信
仰
を
睡
隠
し
て
こ
れ
に
服
従
す
る
こ
と
さ
え
止
む
な
し
と
す
る
者
も
あ
司
た
が
、
多
数
意
見

(

げ

〉

へ
の
ヒ
ジ
ュ
ラ
を
行
う
べ
し
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
や
が
て
、

は
「
イ
ス
ラ

I
ム
の
家
」

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
勢
力
の
侵
入
が
始
ま
る
と
と

も
に
、
こ
の
問
題
へ
回
答
を
興
え
る
こ
と
は
全
イ
ス
ラ

l
ム
世
界
に
と
っ
て
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
た
。
例
え
ば
イ
ン
ド
で
は
既
に
一
八
世
紀

に
、
シ
ャ
l
・
ワ
リ
l
・
ア
ッ
ラ
ー
は
ム
ス
リ
ム
の
領
域
を
占
領
し
た
ヒ
ン
ド
ゥ

I
に
劃
す
る
ジ
ハ

I
ド
の
呼
び
か
け
を
行
っ
て
い
た
が
、
そ

の
子
シ
ャ

I
・
ア
ブ
ド
・
ア
ル
・
ア
ズ
ィ
l
ズ
は
一
八

O
三
年
に
、
英
園
の
占
領
後
の
イ
ン
ド
は
既
に
「
戦
争
の
家
」
と
な
司
た
と
の
教
旨
を

(

国

)

援
し
て
、
同
宗
者
に
他
の
イ
ス
ラ
l
ム
園
家
へ
の
移
住
を
勤
め
た
。
「
そ
こ
か
ら
ジ
ハ
l
ド
の
呼
び
か
け
ま
で
僅
か
一
歩
で
あ
り
、
そ
の
一
歩

(
四
〉

も
や
が
て
踏
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
よ
そ
う
し
た
朕
況
の
な
か
で
、
ベ
ン
ガ
ル
・
シ
ヴ
ィ
ル
・
サ
l
ヴ
ィ
ス
の
巧
・
巧
・
出
口
三
月

は
、
吋

t
p
h州

民

S
〉

h
a
a
N
3
3
h
h
k
Z
同
1
b
ミ

NWOR
ミ
宮
(
U
3
5
3町
内

円

。

同

志

向

hbhaEhHHt
ぬ
R
h
S
F
F
O
E
S
H∞
戸
と
い

う
、
今
日
か
ら
す
れ
ば
支
配
の
た
め
の
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
典
型
と
み
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
、
し
か
し
依
然
と
し
て
「
有
用
な
」
書
物
を
著

し
、
各
法
事
涯
の
見
解
を
紹
介
し
た
。

メ
ッ
カ
の
ハ
ナ
フ
ィ
l
涯
と
シ
ャ
ー
プ
ィ
イ
l
涯
の
今
テ
ィ
l
の
見
解
は
、

イ
ス
ラ

l
ム
の
規
定
が

-126ー

若
干
で
あ
ろ
う
と
も
遵
守
さ
れ
て
い
る
地
域
は
「
イ
ス
ラ
l
ム
の
家
」
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、

マ
l
リ
キ
l
涯
の
今
テ
ィ
ー
に
よ
れ

「
イ
ス
ラ
l
ム
の
家
」
は
不
信
者
に
よ
る
占
領
に
よ
っ
て
直
ち
に
「
戦
争
の
家
」
に
襲
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
出
現
化
は
、
絶
て
も
し
く
は

(

m

)

 

殆
ど
の
イ
ス
ラ
1
ム
の
法
規
宇
品
目
)
が
嘗
該
の
地
域
か
ら
失
わ
れ
た
時
に
護
生
す
る
、
と
み
な
さ
れ
た
。
フ
ク
ム
が
僅
か
ひ
と
つ
で
も
維
持

〈
氾
〉

さ
れ
る
限
り
は
「
イ
ス
ラ
l
ム
の
家
」
で
あ
る
と
の
極
端
な
読
も
存
在
し
た
。
一
九
世
紀
以
降
の
イ
ス
ラ
l
ム
世
界
に
お
け
る
、
「
イ
ス
ラ
I

ム
の
家
」
と
「
戦
争
の
家
」
の
匝
分
に
闘
す
る
議
論
及
び
こ
れ
と
関
連
す
る
ジ
ハ
l
ド
論
の
展
開
に
つ
い
て
は
既
に
多
く
の
研
究
が
あ
る
が
、

tまな
お
究
明
す
べ
き
問
題
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

て
い
た
こ
と
は
、

と
こ
ろ
で
、
東
ト
ル
キ
ス
タ
ン
で
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。

〈

m)

『タ
l
リ
ヒ
・
ア
ム
ニ

l
ヤ
』
に
見
え
る
以
下
の
挿
話
か
ら
確
認
さ
れ
る
。
開
ち
ヤ
l
ク
l
ブ
・
ベ
グ
の
妻
方
の
甥
で
あ
る

一
九
世
紀
後
半
遅
く
も
今
世
紀
の
初
頭
に
は
、
こ
う
し
た
問
題
の
存
在
が
知
ら
れ

サ
イ
イ
ド
・
ヤ

I
ク
l
プ
・
ハ
ン
が
カ
シ
ュ
ガ
ル
に
現
れ
て
、

ヤ
l
ク
l
ブ
・
ベ
グ
に
オ
ス
マ
ン
一
帝
一
園
へ
の
遁
使
を
勤
め
る
件
で
あ
る
。



タ
シ
ュ
ケ
ン
ト
の
人

ρ間
合
担
問
ロ

5
5日
(
即
ち
サ
イ
イ
ド
・
ャ
l
ク
1
プ
・
ハ
ン
〉
が
雨
聖
都
の
巡
櫨

か
ら
戻
っ
て
カ
シ
ュ
ガ
ル
に
到
着
し
た
。
彼
は
ル
l
ム
の
ハ
リ
l
フ
ァ
に
使
節
を
選
る
よ
う
ベ
ダ
ウ
ラ

γ
ト
陛
下
を
説
得
し
た
。
陛
下
は

親
愛
の
情
を
示
さ
れ
、
(
オ
ス
マ
ン
皇
帝
が
〉
信
徒
の
長
、
地
表
の
ハ
リ

l
フ
ァ
で
あ
ら
せ
ら
れ
る
か
ら
に
は
、
余
は
使
節
を
迭
り
余
の

正
義
が
整
え
ら
れ
た
こ
の
と
き
、

賀
詞
を
届
け
よ
う
、
と
言
っ
て
、

ー我
執
を
捨
て
恐
縮
の
意
を
示
さ
れ
た
。
そ
の
と
き
、
ヵ
l
デ
ィ
l
・
ハ
ン
・
ト
レ
ム
は
〈
以
下
の
よ
う

に
)
言
上
し
た
。
タ
シ
ュ
ケ
ン
ト
を
ロ
シ
ア
人
が
取
っ
て
か
ら
後
、
圏
(
吉
見
〉
の
信
仰
厚
く
優
れ
た
ウ
ラ
マ
ー
た
ち
は
、
今
や
我
々
に

と
り
こ
の
ユ
ル
ト
は
禁
じ
ら
れ
た
も
の
(
官
品
目
〉
と
な
っ
た
、
と
い
っ
て
ロ
シ
ア
へ
の
服
従
を
拒
否
し
、
聖
な
る
ス
ン
ナ
ー
そ
の
制
定
者

の
上
に
祝
福
あ
れ
か
し
ー
を
模
倣
し
て
ヒ
ジ
ュ
ラ
を
選
揮
い
た
し
ま
し
た
。
t

私
も
、
彼
ら
と
共
に
ヒ
ジ
ュ
ラ
を
選
揮
し
、
、
南
聖
都
の
気
高

(
m
A
〉

き
巡
躍
を
果
し
て
掃
還
し
、
ル
ー
ム
へ
行
っ
て
し
ば
ら
く
滞
在
い
た
し
ま
し
た
。

、
ャ
l
ク
l
プ
・
ハ
ン
は
更
に
言
葉
を
継
い
で
、
ル
ー
ム
の
ハ
リ
l
フ
ァ
は
全
ム
ス
リ
ム
の
保
護
者
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
、
遁
使
を
勤
め
た

こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
オ
ス
マ

γ
側
の
史
料
に
よ
れ
ば
)
ヤ

1
ク

l
ブ
・
ハ
ン
は
、
コ
I
カ
ン
ド
・
ハ
ン
園
の
使
節
と
し
て
、
遅

く
と
も
一
八
六
五
年
の
八
月
以
前
に
は
イ
ス
タ
ン
プ
ル
に
到
着
し
、
そ
の
後
に
五
月
中
旬
の
タ
シ
ュ
ケ
ン
ト
の
陥
落
の
報
を
受
け
取
っ
た
こ
と

(

担

)

が
確
貫
で
あ
る
か
ら
、
ロ
シ
ア
の
占
領
の
結
果
ヒ
ジ
ュ
ラ
を
行
っ
た
と
い
う
彼
の
言
葉
に
は
虚
備
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
も
そ
も
、
こ
の

件
全
瞳
が
、
著
者
で
あ
る
ム
ヱ
フ
l

・ム

l
サ

l
の
創
作
で
あ
る
可
能
性
す
ら
否
定
出
来
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
に
語
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
も
し

事
責
で
あ
れ
ば
一
八
七

O
年
頃
、
著
者
の
空
想
で
あ
る
と
し
て
も
、
こ
れ
が
書
か
れ
た
一
九

O
三
年
ま
で
に
は
、

一預
言
者
の
ス
ン
ナ
に
倣
う
ー

「
戦
争
の
家
」
に
論
落
し
た
故
郷
か
ら
の
ヒ
ジ
ュ
ラ
と
い
う
観
念
が
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
確
貨
で
あ
る
。
が
、
そ
れ
以
前
の
時
代
に
つ
い
て

-127ー

そ
れ
ど
こ
る
か
、

は
、
東
ト
ル
キ
ス
タ
ン
の
ウ
ラ
マ
ー
が
こ
の
間
題
に
つ
い
て
議
論
を
行
っ
て
い
た
と
い
う
直
接
的
な
詮
擦
は
、
今
の
と
こ
ろ
見
出
さ
れ
な
い
。

不
信
者
の
支
配
に
闘
し
て
、
イ
ス
ラ

1
ム
法
理
論
と
は
異
な
る
原
理
に
基
づ
く
見
方
も
存
在
し
て
い
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ

る

279 
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(2) 

「
盟
の
義
務
」

イ
ス
ラ

l
ム
を
受
容
し
て
以
降
の
東
ト
ル
キ
ス
タ
ン
は
、
常
に
「
イ
ス
ラ

l
ム
の
家
」
の
漫
境
に
位
置
し
「
戦
争
の
家
」
と
境
を
接
し
て
い

た
。
モ
グ
l

p
ス
タ
ー
ン
・
ハ
ン
園
の
支
配
下
に
置
か
れ
た
ト
ル
コ
語
を
話
す
オ
ア
シ
ス
住
民
が
、
自
分
蓬
と
支
配
者
で
あ
る
モ
グ
l
ル
と
の

し
か
も
異
教
徒
で

(

お

〉

あ
り
つ
づ
け
て
い
た
ジ
ュ
ン
ガ
ル
、
即
ち
彼
ら
の
呼
稽
に
よ
れ
ば
カ
ル
マ
ッ
ク
と
「
同
族
」
で
あ
る
こ
と
は
意
識
し
て
い
た
形
跡
が
あ
る
。
そ

れ
の
み
な
ら
ず
、
例
え
ば
ム

γ
ラ
1
・ム

1
サ
ー
が
、

民
族
的
「
差
異
」
を
認
識
し
て
い
た
か
否
か
は
知
る
由
も
な
い
が
、
少
な
く
と
も
モ

グ
l
ル
が
か
つ
て
は
異
教
徒
で
あ
り
、

「
イ
リ
に
お
い
て
チ
ョ
ラ

l
ス
部
の
出
身
の
グ
ン
タ
ジ
と
い
う
カ
ル
マ
ッ
ク
」
口
三
郎

AUEr
ロ回∞

-
E
E
ρ
ロロ

m
g
u
骨
な
ロ

ρ帥
-
5
2
(、『伺ヨ∞
L
-
N
N
H
)

が
支
配
者
に
な
っ
た
、

力
部
族
で
あ
る
チ
ョ
ラ
l
ス
と
オ
イ
ラ
ト
の
チ
ョ
ロ
ー
ス
が
起
源
を
同
じ
く
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
可
能
性
を
も
示
唆
し
て
い

(

お

〉

る
。
モ
グ

1
ル
と
オ
イ
ラ
ト
の
閥
係
に
は
依
然
不
明
の
貼
が
多
い
が
、
例
え
ば
一
七
世
紀
の
中
葉
、
若
干
の
オ
イ
ラ
ト
の
首
領
た
ち
が
手
勢
と

と
も
に
、
い
わ
ば
傭
兵
と
し
て
モ
グ
l
ル
の
ハ
ン
に
従
い
、
そ
の
集
圏
は
カ
ラ
ヤ
ン
チ
ュ
ク
宮
E
U
Eロ
2ρ
と
呼
ば
れ
て
い
た
と
い
う
一
事
を

(

幻

)

も
っ
て
し
て
も
、
雨
者
が
車
に
ム
ス
リ
ム
と
不
信
者
と
し
て
劃
立
し
て
い
た
の
で
は
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。

と
も
あ
れ
、
カ
ラ
ヤ
ン
チ

と
述
べ
て
い
る
の
は
、

モ
グ
l
リ
ス
タ
ー
ン
の
有

-128ー

は
終
に
カ
シ
ュ
ガ
ル
、

ユ
ク
が
史
料
に
登
場
す
る
の
と
ほ
ぼ
同
じ
時
期
か
ら
ジ
ュ
ン
ガ
ル
は
東
ト
ル
キ
ス
タ
ン
へ
の
侵
入
を
本
格
化
し
、

(

勾

)

ヤ
ル
カ
ン
ド
を
占
領
し
た
。
か
く
し
て
、

ガ
ル
ダ
ン
は
一
六
八

O
年
に

ハ
ル
ト
マ
ソ
が
い
う
と
こ
ろ
の
「
イ
ス
ラ

l
ム
神
聖
園
家
」
は
、
皮
肉
な
こ

と
に
不
信
者
の
宗
主
権
の
下
に
成
立
し
た
の
で
あ
る
。

ガ
ル
ダ
ン
・
ツ
ェ
リ
ン
の
死
後
ジ
ュ
ン
ガ
ル
に
内
紛
が
勃
費
す
る
以
前
に
は
、

ウ
ヴ
ァ

イ
シ

l
ヤ
の
系
統
に
連
な
り
、

そ
れ
放
に
ジ
ュ
ン
ガ
ル
と
結
ん
だ
イ
!
シ
ャ

l
ニ
l
ヤ
(
白
山
黛
〉
と
は
相
容
れ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
ト
ク

(

却

)

ル
フ
ァ
ン
の
ア
ミ

l
ン
・
ホ

l
ジ
ャ
の
勢
力
を
除
け
ば
、
ジ
ュ
ン
ガ
ル
に
劃
す
る
抵
抗
が
存
在
し
た
形
跡
は
認
め
ら
れ
な
い
。
乾
隆
の
征
服
に

先
だ
っ
て
東
ト
ル
キ
ス
タ
ン
は
既
に
一
世
紀
に
近
い
不
信
者
の
支
配
を
経
験
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
清
朝
か
ら
す
れ
ば
タ
リ
ム
盆
地
の
征
服
は
ジ
ュ
ン
ガ
ル
征
服
の
嘗
然
の
婦
結
で
あ
っ
た
か
ら
、

「
回
部
」
を
モ
ン



ゴ
ル
に
准
じ
て
扱
う
こ
と
も
嘗
然
の
成
行
き
で
あ
っ
た
。
清
朝
の
支
配
の
下
で
主
公
の
位
を
え
た
ム
ス
リ
ム
に
射
す
る
慮
遇
は
「
蒙
古
の
例
に

准
照
」
し
、
彼
ら
を
旗
籍
に
加
え
る
際
に
は
蒙
古
旗
に
附
隷
さ
せ
、
そ
の
系
譜
は
『
外
藩
蒙
古
田
部
王
公
表
停
』
に
記
録
し
、
「
蒙
古
則
例
を

承
排
」
し
て
『
回
彊
則
例
』
を
編
纂
す
る
等
々
の
こ
と
は
そ
の
質
例
で
あ
る
。
が
、
同
時
に
モ
ン
ゴ
ル
と
ム
ス
リ
ム
に
劃
す
る
清
朝
の
態
度
に

は
願
著
な
相
違
も
存
在
し
た
。

〈

m山
〉

が
あ
る
に
せ
よ
、
巻
六
盗
賊
以
下
に
具
瞳
的
な
刑
罰
規
定
を
含
む
の
に
射
し
、
後
者
の
内
容
は
多
く
が
ム
ス
リ
ム
王
公
の
慮
遇
に
闘
す
る
も
の

で
あ
り
川
被
支
配
層
に
か
か
わ
る
規
定
は
殆
ど
見
出
さ
れ
な
い
。
周
知
の
如
く
、
清
朝
の
支
配
は
直
接
に
は
一
般
の
ム
ス
リ
ム
に
及
ん
で
い
な

か
っ
た
の
で
あ
り
、
耕
髪
を
強
制
す
る
ど
こ
ろ
か
一
般
に
は
禁
止
し
、
ム
ス
リ
ム
か
ら
盗
み
を
働
い
た
「
内
地
の
人
」
を
も
「
回
彊
の
例
に
照

(

但

〉

ら
し
て
」
慮
断
す
る
と
い
う
一
連
の
懐
柔
的
政
策
は
、
確
か
に
「
イ
ス
ラ

1
ム
の
家
」
か
「
戦
争
の
家
」
か
と
い
う
問
題
意
識
を
希
簿
化
す
る

の
に
資
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ム
ス
リ
ム
の
王
公
や
ベ
グ
た
ち
は
、
自
身
は
清
朝
か
ら
幾
多
の
製
肘
を
う
け
な
が
ら
も
、
被
支
配
民
に
劃
し
て

は
さ
な
が
ら
員
の
支
配
者
の
如
き
ポ

l
ズ
を
取
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。

例
え
ば
、
『
蒙
古
律
令
』
と
『
回
彊
則
例
』
を
比
較
す
る
と
、

前
者
が
、

そ
の
貫
教
性
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
問
題

こ
の
よ
う
な
背
景
を
考
慮
に
入
れ
て
始
め
て
、
清
朝
支
配
時
代
に
東
ト
ル
キ
ス
タ
ン
で
書
か
れ
た
文
献
に
散
見
す
る
、
王
公
や
ベ
グ
た
ち
の

名
が
、
彼
ら
の
貧
態
か
ら
す
れ
ば
夜
郎
自
大
と
い
う
外
な
い
ほ
ど
に
仰
々
し
い
稽
競
や
美
僻
で
飾
ら
れ
る
と
い
う
些
か
奇
妙
な
現
象
を
理
解
す

-129-

る
こ
と
が
出
来
る
と
思
わ
れ
る
。
質
例
を
幾
っ
か
見
て
み
よ
う
。
ト
P
ル
フ
ァ
ン
の
ア
ミ

l
ン
・
ホ

l
ジ
ャ
は
、
「
嘗
代
の
ス
ル
タ

1
ン
、
時

の
パ
I
デ
ィ
シ
ャ
l
、
集
敬
の
天
空
の
太
陽
、
幸
運
の
天
頂
の
月
、
荘
巌
の
庭
園
へ
の
遁
、
高
貴
さ
の
偉
大
な
る
星
、
ス
l
フ
ィ
l
・
ホ
l
ジ

+
ム
と
し
て
著
名
な
マる
聖
者
(
ワ
リ
l
・
ア
ッ
ラ
l
〉
ミ
ル
・
ハ
ピ
l
プ
・
ア

y
ラ
l
狽
下
の
息
子
〈
で
あ
る
〉
ニ
ヤ
l
ズ
・
ホ
l
ジ
ャ
・
ア
ホ

ハ
位
〉

ア
ミ

l
ン
・
ホ

I
ジ
ャ
・
ベ
グ
狽
下
」
と
呼
ば
れ
、

ー
ン
ド
狽
下
の
息
子
、
我
ら
の
ス
ル
タ

l
ン
に
し
て
指
導
者
で
あ
る
信
徒
の
長
、

『タ
l

リ
l
ヒ
・
ラ

シ
I
デ
ィ
l
』
を
チ
ャ
ガ
タ
イ
語
に
翻
誇
さ
せ
た
ス
ポ
ン
サ
ー
の
名
は
、
「
慈
悲
深
き
預
言
者
狽
下
へ
奉
仕
す
る
柴
光
を
厚
な
く

さ
れ
た
ア
ミ

l
ル
、
主
権
の
在
慮
宮
町
包

-E
窓
口
同
〉
ホ
タ
ン
の
ハ

l
キ
ム
、
聞
ち
宮
ZV曲
目
白
色
メ
N
M
N
d
q
卸口
一m
g
E
B
-g
m
Fロ
メ
一

E

(
M
M
〉

巳・何回
V
B削ロ
d

弔問ロ
m
f削
E
B
σ
m
m
紳
が
彼
の
園
家
を
、
氷
績
さ
せ
、
そ
の
主
権
を
永
遠
な
ら
し
め
給
い
ま
す
よ
う
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
又
、
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282 

ジ
ャ
ハ

l
ン
ギ
l
ル
・
ホ

l
ジ
ャ
の
「
反
蹴
」
の
後
に
カ
シ
ュ
ガ
ル
の
ハ

l
キ
ム
に
任
じ
ら
れ
た

フ
ァ
ン
郡
王
宮
ロ
グ
白
5
5邑
〉
吟
丘
u
p
(但
し
、
爾
者
の
具
鐙
的
関
係
は
不
明
〉
に
つ
い
て
は
、

N
C
Y口
同
問
ナ
仏
H
H
H

と
そ
の
同
族
の
ト
ゥ
ル

者
、
異
境
に
お
い
て
静
誼
な
る
者
、
悔
恨
の
世
界
に
お
け
る
印
章
の
保
持
者
、
即
ち
、
叶
削
口
同
制
口
百
円
丘
'
仏
門
口
」

の
大
海
の
員
珠
、
支
配
の
鎮
山
の
賓
石
、
イ
ス
カ
ン
ダ
ル
の
器
量
、

「
か
の
悩
め
る
民
草
の
隼
、
苦
し
め
る
大
衆
の
勇

「
か
の
時
世
の
王
子
、
高
貴
さ

フ
ァ
リ
l
ド
ゥ

l
ン
の
後
育
、

(
川
品
〉

ω民
正

の
賓
石
、
即
ち
宮
E
g
B
B包
〉

E
Eロ
者
同
ロ

m
Z包
旨
い
と
気
高
き
ハ

l
キ
ム
」
と
讃
え
ら
れ
て
い
る
。

ジ
ャ
ム
シ

i
ド
の
如
き
、

宮
口
「
曲
目
白
色

ム
ハ
ン
マ
ド

・
サ
イ
l

ド
は
ア
フ
リ
ー
ド
ゥ

l
ン
の
父
で
あ
り
、

カ
シ
ュ
ガ
ル
の
ハ

1
キ
ム
で
あ
っ
た
が
、

ジ
ャ
ハ

l
ン
ギ
l
ル
の
蹴
に
際
し
て
殺
害
さ
れ
た
の
で
、

郡
主
位
は
僅
か
六
歳
で
あ
っ
た
ア
フ
リ
ー
ド
ゥ

1
ン
が
継
承
し
、

カ
シ
ュ
ガ
ル
の
ハ

l
キ
ム
に
は
ズ
フ

l
ル
・
ア
ッ
デ
ィ

l
ン
が
任
命
さ
れ
て

(

お

〉

い
た
。
後
者
は
西
ト
ル
キ
ス
タ
ン
に
滞
在
し
て
そ
の
事
情
に
逼
じ
て
お
り
、
コ

l
カ
ン
ド
と
の
交
渉
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
。
ァ

フ
リ
ー
ド
ヮ

I
ン
は
そ
の
後
ヤ
ル
カ
ン
ド
の
ハ

l
キ
ム
に
任
じ
ら
れ
ワ
リ
l
・
ハ
ン
の
侵
入
に
際
し
て
寵
城
し
た
が
、
こ
の
事
件
を
俸
え
る
詩

「
鳴
呼
、
第
二
の
ア
フ
リ
ー

ド
す

1
ン

は
彼
に
つ
い
て
、

(
言
う
ま
で
も
な
く
ア
フ
リ
ー
ド
ゥ
l
ン
/
フ
ァ
リ
1
ド
ゥ
l
ン
は
「
ジ
ャ
I
・ナ
l
メ
」
の

-130ー

英
雄
の
名
で
あ
る
〉
、
勇
士
、
嘗
代
の
希
な
る
者
、

g
&円
山
口
ロ
ロ
唱
削
ロ
ぬ
(
ジ
ャ
サ
グ
郡
王
〉
田
口
広
回
目
ゲ
削
ロ
(
閑
散
大
臣
〉

mM
ロ
伯
仲
日
間
ロ
ハ
包
ロ
伯
仲
ロ

g
g

の
誤
り
か
。
果
し
て
然
ら
ば
、
乾
清
門
の
一
音
誇
で
、
乾
清
門
行
走
の
こ
と
〉
、

(
町
四
)

王
た
ち
の
う
ち
に
あ
っ
た
ろ
う
か
」
と
述
べ
て
い
る
。
最
後
の
例
に
満
洲
風
の
稽
披
が
列
暴
さ
れ
て
い
る
の
を
例
外
と
し
て
|
し
か
し
ア
フ
リ

ヤ
ル
カ
ン
ド
の
総
督
。

か
ほ
ど
の
柴
を
見
た
ス
ル
タ

l
ン
が
、
ハ
過
去
の
〉

ー
ド

ゥ
l
ン
は
同
時
に
ス
ル
タ

1
ン
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
|
他
は
す
べ
て
イ

ス
ラ
l
ム
的
も
し
く
は
ベ
ル
シ
ャ

・
ト
ル
コ
的
美
辞
麗
句
の
羅
列

で
あ
っ
て
、

こ
れ
ら
の
人
物
と
清
朝
と
の
関
係
を
僅
か
に
窺
わ
せ
る
も
の
と
し
て
は
、

ワ
ン
、

タ
l
ジ
(
即
ち
タ
イ
ジ
、
台
育
〉
と
い
う
稿
暁
が

あ
る
の
み
で
あ
る
。

(
最
初
の
例
で
は
そ
れ
す
ら
も
見
あ
た
ら
ぬ
が
、
こ
れ
は
こ
の
史
料
の
作
成
年
代
が
比
較
的
早
い
た
め
か
も
知
れ
な
い
。
〉
こ
う
し
た
美

鮮
に
満
ち
た
ム
ス
リ
ム
の
側
の
文
章
を
も
っ
て
直
ち
に
、
彼
ら
王
公
台
吉
が
一
般
の
ム
ス
リ
ム
の
白
か
ら
清
朝
の
支
配
を
被
い
隠
そ
う
と
し
て

い
た
と
結
論
す
る
こ
と
は
早
計
で
あ
り
、
誇
張
し
す
ぎ
で
あ
ろ
う
。
事
責
、
こ
れ
ら
と
は
全
く
異
な
っ
た
種
類
の
文
章
も
僅
か
な
が
ら
も
書
か

れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。



ア
ン
カ
ラ
の
民
族
誌
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
る
文
書
会
出
ω日
〉
か
ら
の
引
用
で
あ
る
が
、
同
所
に
は
更
に
も
う
一
貼
の
東

ト
ル
キ
ス
タ
ン
か
ら
将
来
さ
れ
た
文
書
公
U
H
S〉
が
存
在
す
る
。
こ
れ
ら
が
ア
ン
カ
ラ
に
も
た
ら
さ
れ
た
経
緯
は
不
明
で
あ
る
が
、
出
慮
を
同

上
の
第
一
の
例
は
、

じ
く
す
る
と
見
て
恐
ら
く
は
誤
り
な
い
で
あ
ろ
う
。
文
書

5
5∞
は
、
中
園
製
の
薄
手
の
紙
一

O
四
葉
か
ら
な
る
が
、
首
尾
は
失
わ
れ
現
存
部

分
の
終
り
の
五
棄
は
破
損
し
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
ト
ヮ
ル
フ
ァ
ン
郡
王
家
の
歴
史
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
上
に
見
た
類
の
美
僻
は
一
切
現
れ

な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
そ
の
語
棄
に
は
ア
ラ
ブ
・
ベ
ル
シ
ャ
語
か
ら
の
借
用
語
が
極
端
に
少
な
く
、
果
し
て
こ
れ
を
チ
ャ
ガ
タ
イ
語
と
呼
び

得
る
か
疑
問
に
感
じ
ら
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
使
用
さ
れ
て
い
る
紀
年
も
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
で
は
な
く
清
朝
の
紀
年
で
、
現
存
部
分
に
見
え
る
最
初
の

年
は
乾
隆
二
一
年

Q
・3
、
最
後
は
嘉
慶
二
年

Q
・由由〉

で
あ
る
。
が
、
最
も
異
様
な
の
は
こ
の
文
書
の
瞳
裁
で
あ
っ
て
、
皇
帝
一
に
関
連
し
て
、

U
『
白

H
-
同
時
(
救
令
〉
、
宮
口
m
F・
(
賞
す
る
)
、

g
g
z
m
(一
人
稽
車
数
所
有
格
〉
等
の
単
語
が
現
れ
る
度
に
改
行
さ
れ
、

ト
も
そ
れ
ら
の
単
語
は
他
の
行
よ
り
右
に
寄
せ
て
書
き
始
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
明
か
に
撞
頭
の
形
式
を
ア
ラ
ブ
文
字
の
書
式
に
適
用
し
た

も
の
で
あ
り
、
上
の
皐
語
は
そ
れ
ぞ
れ
、
漢
語
で
い
え
ば
旨
も
し
く
は
龍
、
優
賛
、
奏
、
朕
に
割
腹
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
最
終
的
な
結
論
に

至
る
に
は
精
密
な
比
較
検
討
が
必
要
で
あ
る
が
、
こ
の
文
書
は
『
王
公
表
停
』
の
、
恐
ら
く
は
満
洲
語
版
か
ら
の
翻
誇
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
。
『
表
停
』
は
ム
ス
リ
ム
支
配
屠
の
清
朝
に
劃
す
る
忠
誠
の
記
録
で
あ
り
、
そ
の
編
纂
は
乾
隆
一
帝
の
「
回
部
の
臣
僕
を
一
一
睡
に
払
打
倒
す
る

(

幻

)

意
」
の
表
明
で
あ
っ
た
。
こ
の
翻
罪
者
が
ム
ス
リ
ム
で
あ
っ
た
か
、
そ
れ
と
も
満
洲
人
で
あ
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、

曲ロ

m-a・
(
知
ら
せ
る
〉
、

し
も、

-131ー

ム
ス
リ
ム
の
王
公
た

ち
が
「
臣
僕
」
と
し
て
の
立
場
を
認
識
し
て
い
た
、
も
し
く
は
認
識
さ
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

の
中
聞
に
ム
ス
リ
ム
の
支
配
層
は
位
置
し
て
い
た
。
そ
の
事
情
は
、

ア
ン
カ
ラ
の
二
つ
の
文
書
に
表
現
さ
れ
て
い
る
、
片
や
ス
ル
タ
ー
ン
、
パ
l
デ
ィ
シ
ャ
l
、
信
徒
の
長
、
片
や
清
朝
の
臣
僕
と
い
う
雨
極
端

一
八
六
四
年
の
ク
チ
ャ
の
反
飽
に
際
し
て
殺
害
さ
れ
た
ア
フ
マ
ド
・
ワ
ン

に
関
す
る
ム
ッ
ラ
l
・ム

1
サ

1
の
言
か
ら
も
窺
う
こ
と
が
出
来
る
。
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さ
て
、
ミ
ル
ザ

l
・
ア
フ
マ
ド
・
ワ
ン
・
ベ
グ
は
幸
運
と
繁
策
に
恵
ま
れ
、
知
的
で
賢
く
、
支
配
者
の
法
典
と
人
民
愛
護
の
道
を
教
え
る

規
則
合
}
熟
知
し
た
人
物
で
あ
っ
た
。
彼
の
行
魚
、
本
性
の
振
舞
い
は
古
の
パ

l
デ
ィ
シ
ャ
ー
た
ち
の
規
範
に
合
致
し
て
い
た
。
表
向
き
は
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(
哨
帥

V
5
5
シ
ナ
の
皇
帝
に
服
従
し
て
い
た
。

し
か
し
、
質
際
に
は
(
自
民
ロ
自
〉
生
来
の
パ

l
デ
ィ
シ
ャ
ー
で
あ
り
、

濁
立
し
た
ハ

l
キ

ム
で
あ
っ
た
。
訴
訟
事
件
が
あ
れ
ば
、
自
き
シ
ャ
リ
l
ア
の
裁
き
の
秤
に
掛
け
、
優
美
な
る
シ
ャ
リ
l
ア
か
ら
正
し
い
導
き
の
イ
マ
l
ム

(
お
〉

た
ち
の
手
に
相
麿
し
い
フ
ァ
ト
ヮ
ー
を
得
て
、
フ
ァ
ト
ワ

1
の
フ
ク
ム
に
従
っ
て
自
ら
の
命
令
を
施
行
し
て
い
た
。

表
向
き
に
は
不
信
者
に
臣
従
し
つ
つ
質
際
に
は
シ
ャ
リ

1
ア
が
施
行
さ
れ
る
ム
ス
リ
ム
祉
舎
を
維
持
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
ム
ス
リ
ム
支
配
層

が
果
た
し
た
役
割
で
あ
っ
た
。
が
、
こ
れ
は
、
彼
ら
が
面
従
腹
背
の
態
度
を
取
っ
て
い
た
こ
と
を
聞
座
に
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
こ
う
し
た

こ
面
性
は
む
し
ろ
、
「
そ
の
俗
に
よ
っ
て
そ
の
民
を
撫
す
」
と
い
う
清
朝
の
統
治
原
理
に
合
致
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
ら
ム
ス
リ
ム

支
配
層
は
、
清
朝
皇
帝
へ
の
服
属
を
よ
り
直
接
的
に
合
理
化
す
る
彼
ら
の
側
の
理
論
的
根
擦
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
誇
で
は
必
ず
し
も
な
か

っ
た
。

ム
γ
ラ
l
・
ム
l
サ

l
の
著
作
に
卸
し
て
い
え
ば
、
そ
の
根
擦
と
は
、
清
朝
皇
帝
一
が
一
示
す
正
義
、

よ
り
正
確
に
は
公
正
と
彼
ら
の
社
舎

が
持
ち
停
え
て
来
た
思
義
の
観
念
で
あ
る
。

ム
ッ
ラ
l
・
ム
l
サ

l
は
、

ト
タ
ン
ガ
ン
の
起
源
を
説
明
し
て
、
預
言
者
と
同
時
代
の
シ
ナ
の
皇
帝
叶
官

m
巧
E
m
伺
自
が
イ
ス
ラ

1
ム

-132ー

に
改
宗
じ
、

ム
ス
リ
ム
に
な
れ
ば
税
を
尭
ず
る
が
元
の
宗
教
に
留
ま
る
こ
と
も
人
民
の
自
由
で
あ
る
と
の
敷
令
を
護
し
た
と
い
う
、
恐
ら
く
は

ト
ゥ
ン
ガ
ン
か
ら
停
え
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
物
語
を
記
し
た
後
に
以
下
の
よ
う
に
附
け
加
え
て
い
る
。

し
か
し
、
古
い
時
代
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
シ
ナ
の
皇
帝
の
法
令
は
、
彼
の
臣
民
が
如
何
な
る
宗
教
宗
涯
で
あ
っ
て
も
、
彼
ら
の
宗
教
を

問
題
に
せ
ず

Ea民
自

&
z
r
g
含
ロ
自
己
目
丹
念

Z
-
E
R
仏

E
E
-
-色
由
民

Z
H
E
E
E
3己
、
自
ら
の
宗
教
も
し
く
は
他
の
宗
教
へ
の

(

却

〉

動
誘
説
得
を
行
わ
な
か
っ
た
。
人
が
自
ら
の
宗
教
を
堅
持
し
て
い
れ
ば
、
そ
れ
を
良
し
と
し
た
の
で
あ
る
。

ム
ッ
ラ

l
・
ム

l
サ

1
は、

た
と
え
ム
ス
リ
ム
に
劃
し
て
有
利
な
計
ら
い
で
あ
ろ
う
と
も
、

シ
ナ
の
皇
帝
の
公
卒
を
依
く
行
震
を
コ
メ
ン
ト

抜
き
で
記
す
に
忍
び
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

『
タ
l
リ

1
ヒ
・
ア
ム
ニ

1
ヤ
』
と
『
タ
l
リ
l
ヒ
・
ハ
ミ
l
デ
ィ
l
』
の
聞
の
相
違
黙
の

一
つ
は
、
後
者
に
お
い
て
は
中
園
に
闘
す
る
情

報
が
量
的
に
も
増
大
し
、
そ
の
内
容
も
具
瞳
性
を
帯
び
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
先
ず
、

ム
ッ
ラ

l
・
ム

l
サ

1
自
身
が
認
め
る



遁
り
彼
が
、
宮
己

E
C
E
Eロ

w

〉

z
f
r
a
M弘
前
ロ
岳
A

川口前田町

ハ州制〉

の
書
を
讃
ん
だ
た
め
で
あ
る
。
そ
の
書
と
は
グ
ル
パ
l
ン
・
ア
リ
l
の

叶
曲
者
削
同
研
'
F
V目

SEa-
即日
ρ
叫
に
外
な
ら
ず
、

ム
γ
ラ
l
・
ム
l
サ
ー
が
自
著
に
取
り
入
れ
た
部
分
も
明
ら
か
に
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
が
、

ハ狙〉

こ
の
書
物
が
カ
ザ
ン
で
刊
行
さ
れ
た
の
は
『
タ

l
リ
l
ヒ
・
ハ
ミ

1
デ
ィ

l
』
の
完
成
に
僅
か
に
先
立
つ
一
九
一

O
年
で
あ
っ
て
、
蛇
足
な
が

ら
嘗
時
の
カ
ザ
ン
方
面
と
東
ト
ル
キ
ス
タ
ン
の
交
流
が
迅
速
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
ま
た
こ
れ
と
は
別
に
、

ム
ッ
ラ

l
・ム

ー
サ
l
は
自
身
の
見
聞
記
録
に
も
補
筆
を
加
え
た
。
そ
の
頴
著
な
例
が
、

一
八
六

O
年
に
誕
生
し
た
ア
ク
ス
悌
事
大
臣
綿
性
の
「
盟
課
私
徴
」

事
件
に
関
す
る
記
述
で
あ
る
-

『タ

l
リ
I
ヒ
・
ア
ム
ニ
I
ヤ
』
の
ム
カ
ッ
デ
ィ
マ
の
末
尾
近
く
で
、
著
者
は
イ
ギ
リ
ス
の
侵
略
や
大
卒
天
国
の
凱
の
結
果
、
清
朝
の
財
政

扶
態
が
悪
化
し
て
東
ト
ル
キ
ス
タ

γ
に
お
い
て
も
様
々
な
枇
政
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
述
べ
た
な
か
に
、
「
ま
た
幾
つ
か
の
税
が
出
現
し
た
。

ZN-Mロ
ロ
〈
堕
の
銭
)
と
稿
し
て
人
民
か
ら
鐘
を
取
ア
た
。

(
必
〉

記
し
て
い
る
。
同
じ
文
章
は
『
タ
!
日
l
ヒ
・
ハ
ミ

l
デ
ィ
I
』
の
ム
カ
y
デ
ィ
マ
に
も
保
持
さ
れ
て
い
る
が
、
後
者
で
は
第
二
の
ダ
l
ス
タ

ー
ン
の
終
り
に
こ
の
件
に
関
す
る
ム
ッ
ラ

1
1
ニ
ヤ
I
ズ
・
ア
ホ
ン
な
る
人
物
か
ら
の
惇
聞
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
但
し
、
残
念
な
こ
と
に
ル

γ
ト
の
寓
本
に
は
、
こ
の
話
が
始
ま
る
正
に
直
前
の
部
分
ま
で
し
か
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
従
っ
て
現
段
階
で
参
照
で
き
る
の
は
、
現
代
ウ
イ
グ

(
川
町
〉

ル
語
語
の
み
で
あ
る
。
こ
の
停
聞
記
録
は
極
め
て
詳
細
で
か
つ
清
朝
側
の
史
料
と
も
完
全
に
一
致
し
多
く
の
興
味
深
い
情
報
が
含
ま
れ
て
い
る

が
、
こ
こ
で
問
題
に
す
る
の
は
事
が
露
見
に
及
ん
だ
後
の
清
朝
の
慮
置
と
そ
れ
に
劃
す
る
ム
ッ
ラ
l
・ム

l
サ
l
の
感
慨
で
あ
る
。

事
件
が
公
に
な
る
と
イ
リ
か
ら
、
ロ
ロ
ぬ
官
ロ

g一
宮
ロ
(
即
ち
イ
リ
参
賛
大
臣
景
廉
〉
が
涯
遣
さ
れ
巌
し
い
調
査
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
三
箇
月

分
の
「
盟
課
」
一

O
O六
テ
ン
デ
六
プ
ル
の
保
管
を
綿
性
か
ら
命
じ
ら
れ
て
事
に
連
座
し
た
ム

γ
ラ
I
・
ニ
ヤ

l
ズ
・
ア
ホ
ン
は
、
イ
リ
に
迭

一
人
嘗
り
月
々
に
鏡
を
定
め
て
取
っ
た
。

こ
れ
を
の
O

官
宮
町
と
呼
ん
だ
。
」
と

-133ー

ゐ
れ
そ
取
り
調
べ
を
受
け
た
が
、
彼
の
手
元
の
貧
際
の
金
額
が
、
回
。
フ
ル
聞
ち
二
「
大
鐘
」
不
足
し
て
い
た
た
め
尋
問
が
繰
り
返
さ
れ
た
。
彼

が
そ
の
四
プ
ル
を
、
納
税
者
に
領
牧
書
を
出
す
た
め
の
紙
を
買
う
た
め
に
使
っ
た
こ
と
を
思
い
出
す
と
、
清
朝
の
官
吏
は
そ
の
旨
の
供
述
書
を

つ
い
で
上
役
の
ハ

l
キ
ム

・
ベ
グ
か
ら
も
こ
-れ
を
裏
附
け
る
謹
言
書
を
と
り
、
す
べ
て
の
結
果
を
皇
帝
に
知
ら
せ
た
。
皇
帝
は
綿
性
を

285 

ル」
h
ノ、
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始
め
と
す
る
「
ヒ
タ
イ
と
現
地
人
」
の
役
人
七
二
人
を
克
職
し
、
法
に
よ
れ
ば
、
「
こ
の
役
人
た
ち
は
、
五

O
O
O里
の
土
地
に
追
放
し
絞
首

す
る
と
い
う
規
定
が
あ
る
が
、
わ
れ
大
ハ
ン
は
高
き
山
、
我
が
民
は
低
き
海
の
如
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
ら
の
罪
を
赦
し
た
。
自
ら
の
土
地

ム
ッ
ラ
l
・
ム
l
サ
l
は
言
う
。

へ
行
っ
て
卒
民
と
な
れ
。
」
と
命
じ
た
。

こ
の
大
ハ
ン
の
正
義
と
人
民
愛
聞
の
情
は
か
く
の
如
く
で
あ
っ
た
。
印
ち
、
こ
の
イ
ェ
ッ
テ
・
シ
ャ
フ
ル
の
計
算
で
一

O
O
Oテ
ン
ゲ
六

プ
ル
ミ
ご
は
、
ヒ
タ
イ
の
計
算
で
七
二
銀
雨
傘
、
ロ
シ
ア
の
計
算
で
一
六

O
ス
ム

(Uル
ー
ブ
ル
〉
と
何
分
か
に
な
る
。
つ
ま
り
こ
れ

ば
か
り
の
金
の
た
め
に
、
大
ハ
ン
は
イ
リ
か
ら
ハ
ン
・
ア
ン
パ
ン
を
涯
遣
し
、
そ
の
費
用
に
自
ら
の
内
務
か
ら
何
千
銀
雨
も
を
輿
え
た
う

え
に
、
様
々
な
出
費
の
た
め
に
更
に
何
千
雨
か
を
割
り
嘗
て
、
わ
れ
大
ハ
ン
の
命
令
な
し
に
、
我
が
役
人
ど
も
は
我
が
弱
小
な
る
民
草
か

ら
毎
月
一
大
銭
の
税
を
取
っ
て
匪
政
を
行
っ
た
、
と
言
っ
て
究
明
し
、
の

5
m
m
s
s
gロ
(
ア
ク
ス
緋
事
大
臣
綿
性
を
指
す
が
、
如
何
な
る
漢

語
の
音
誇
で
あ
る
か
不
明
)
を
始
め
三
品
四
ロ
問
の
役
職
に
あ
る
ハ

1
キ
ム
と
七
二
人
の
役
人
を
解
任
し
、
さ
ら
に
瞳
課
を
取
っ
た
、

イ
マ
l
ム
、
ム
ア
y
ズ
ィ
ン
、
ア
ク
サ
カ
ル
に
至
る
ま
で
を
解
職
し
た
。
又
、
二
大
鎮
の
た
め
に
何
日
も
裁
き
を

或
は
手
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に
入
れ
た
ユ
ズ
ベ
ギ
、

行
な
い
、
員
賓
を
究
明
し
、
蔑
ろ
に
せ
ず
に
明
察
と
考
査
の
眼
を
も
っ
て
こ
の
件
を
慮
理
し
た
。
彼
の
か
く
の
如
き
公
正
と
正
義
に
(
更

に
)
公
正
が
附
け
加
え
ら
れ
る
よ
う
!
も
し
大
ハ
ン
に
報
告
さ
れ
て
い
な
い
金
が
一
大
鐘
で
も
あ
れ
ば
、
内
需
か
ら
何
千
雨
を
も
支
出

〈

H
H
)

し
て
、
良
き
裁
き
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。

ム
ッ
ラ
l
・
ム
l
サ
ー
は
、
役
人
が
不
正
を
行
っ
て
い
る
事
責
を
指
摘
し
つ
つ
も
、
猶
依
然
と
し
て
シ
ナ
皇
帝
を
ア
ヌ

I
・
シ
ル
ヴ
ァ
l
ン

に
比
し
、
言
葉
を
績
け
る
。

し
か
し
、
大
ハ
ン
が
員
相
を
知
っ
た
な
ら
ば
、
良
く
調
査
し
究
明
し
て
人
民
愛
欄
の
政
治
を
良
く
貫
行
し
、
員
の
正
義
を
、
太
陽
の
如
く

に
組
て
の
も
の
に
等
し
く
及
ぼ
し
慮
置
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
放
に
預
言
者
ノ
ア
の
時
代
か
ら
今
日
に
至
る
六
千
乃
至
七
千
年
の
開
、

チ

り
、
彼
ら
の
ハ
ン
と
し
て
の
幸
運
が
完
全
無
依
で
な
か
っ
た
り
、

ー
ン
・
マ
l
チ

l
ン
〈
ノ
ア
の
子
で
あ
る
ヤ
フ
ェ
テ
の
息
子
た
ち
の
一
人
と
さ
れ
て
い
る
〉
の
子
孫
が
一
人
ま
た
一
人
と
ハ
ン
に
な
っ
た
の
で
あ

ハ
或
は
そ
の
幸
運
が
〉
他
の
パ
l
デ
ィ
シ
ャ
ー
た
ち
の
手
に
移
つ
た
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W
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り
、
他
の
王
園
の
玉
座
が
打
立
て
ら
れ
た
り
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
明
か
に
如
何
な
る
歴
史
書
に
も
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

ム
Y

ラ
I
・
ム
l
サ
ー
に
よ
れ
ば
、
そ
の
役
人
は
と
も
か
く
シ
ナ
の
皇
一
帝
自
身
は
あ
ら
ゆ
る
宗
教
に
封
し
て
公
卒
で
か
つ
完
壁
な
正
義
の
瞳

現
者
で
あ
っ
た
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
彼
は
、
殊
に
ム
ス
リ
ム
の
支
配
層
に
と
っ
て
ま
こ
と
に
恵
深
い
主
人
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
一
八
六

四
年
、
ク
チ
ャ
で
反
甑
が
勃
護
し
た
際
、
反
観
の
指
導
者
の
役
割
を
引
き
受
け
る
よ
う
悠
痛
服
さ
れ
た
ア
フ
マ
ド
・
ワ
ン
は
、
蜂
起
し
た
者
た
ち

に
次
の
よ
う
に
答
え
た
と
停
え
ら
れ
る
。

あ
な
た
方
は
少
数
で
、

ヒ
タ
イ
の
民
は
無
数
で
あ
り
、

匹
敵
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
私
は
と
言
え
ば
、
父
祖
代
々
引
き
績
き
大
ハ

ン
に
仕
え
、
重
職
を
携
い
、
土
地
、
水
、
若
干
の
戸
数
の
人
開
(
即
ち
、
ム
ス
リ
ム
支
配
屠
に
隷
属
さ
せ
ら
れ
た
ユ
ロ
ち
を
思
賜
さ
れ
、
先
祖

代
々
父
子
孫
々
思
寵
に
満
ち
た
敷
書
を
輿
え
ら
れ
た
ば
か
り
で
な
く
、
私
は
大
ハ
ン
を
こ
の
隈
で
何
度
も
見
た
。
ど
う
し
て
私
が
〈
皇
帝一

に
劃
し
て
〉
悪
事
を
企
て
よ
う
か
。
な
る
ほ
ど
彼
は
信
仰
な
き
不
信
者
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
我
が
父
粗
か
ら
引
き
績
き
、
我
々
は
彼
の

人
か
ら
、
我
々
は
面
を
背
け
ま
い
。
瞳
の
義
務
ハ
E
H
g
r
v
z色
を
守
る
こ
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
人
聞
の
集
圏
に
と
っ
て
嘗
震
の
位
置
に
あ

る
。
私
は
あ
な
た
方
の
言
葉
に
従
っ
て
(
反
観
の
)
頭
目
と
な
り
自
ら
を
滅
亡
に
投
げ
入
れ
る
こ
と
は
し
な
い
。
あ
な
た
が
た
が
、
誰
か

を
(
頭
目
に
〉
希
望
す
る
な
ら
そ
の
よ
う
に
せ
よ
。
私
の
齢
は
七
十
に
達
し
、
見
る
べ
き
ほ
ど
の
築
華
と
樺
威
は
見
終
え
た
。
今
や
望
み

ハ
必
)

も
野
心
も
私
に
は
な
い
。

-135ー

柴
華
に
浴
し
、
彼
の
瞳
を
食
す
る
者
ハ
E
H
E
r
v
o丘
乙
で
あ
り
績
け
て
き
た
。
何
事
が
起
こ
ろ
う
と
、
瞳
を
興
え
て
く
れ
た
我
々
の
主

こ
の
答
え
に
蜂
起
し
た
人
々
は
激
昂
し
、
「
あ
な
た
は
、
依
然
あ
な
た
の
ヒ
タ
イ
た
ち
に
希
望
を
繋
い
で
い
る
の
か
」
と
言
っ
て
、
彼
を
縛

り
上
げ
て
「
宮
股
」
か
ら
連
れ
だ
し
「
殉
教
者
の
境
位
」
に
至
ら
せ
た
、
と
い
う
。
こ
の
場
合
も
、
先
に
見
た
ヤ
1
グ

I
ブ
・
ハ
ン
の
逸
話

と
同
じ
く
、
こ
の
話
の
事
貫
性
を
確
認
す
る
術
は
な
い
。
従
っ
て
、
総
て
が
著
者
の
作
り
話
で
あ
る
可
能
性
を
も
認
め
た
上
で
な
お
か
っ
、
こ
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こ
に
最
低
限
ム
ッ
ラ
l

・ム

l
サ
1
の
、
そ
し
て
恐
ら
く
は
彼
の
同
時
代
人
た
ち
の
、
倫
理
磁
の
表
現
を
見
て
取
っ
て
誤
り
な
い
で
あ
ろ
う
。

不
信
者
の
清
朝
皇
帝
に
殉
じ
て
殺
害
さ
れ
た
こ
の
人
物
を

ム
ッ
ラ
l
・
ム
l
サ
ー
が
ア
フ
マ
ド
・
ワ
ン
に
共
感
し
て
い
る
こ
と
は
、

「
殉
教
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者
」
と
呼
ん
で
い
る
一
貼
か
ら
し
て
明
白
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、

「
盟
の
義
務
」
と
い
う
道
義
へ
の
共
感
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
Z
N
¥口
同
日
間
F
f白
書
聞
も
し
く
は

E
N
2
5
m
w
¥岳
B
m
r
f同
盟
問
(
堕
と
パ
ン
の
義
務
)
と
い
う
ト
ル
コ
語
の
熟
語
は
、

外
の
地
域
で
も
知
ら
れ
て
い
る
。
既
に
シ
ュ
ク
ル
・
エ
ル
チ
ン
は
、
主
と
し
て
オ
ス
マ
ン
朝
の
年
代
記
と
文
事
及
び
ア
ナ
ト
リ
ア
の
フ
ォ
ー
ク

東
ト
ル
キ
ス
タ
ン
以

ロ
ア
の
内
か
ら
こ
の
言
葉
を
検
索
し
、
「
こ
の
言
葉
の
意
味
と
精
髄
は
、
ト
ル
コ
人
の
聞
で
何
世
紀
も
の
問
、
民
衆
と
知
識
階
層
に
忘
れ
去
ら

〈
円
引
)

れ
る
こ
と
な
く
我
々
の
時
代
ま
で
至
っ
た
」
と
結
論
を
下
し
て
い
る
。
し
か
し
彼
の
調
査
は
、

ア
プ
l
ル
・
ガ
l
ズ
ィ
ー
を
除
け
ば
ア
ナ
ト
リ

ア
の
外
に
は
及
ん
で
い
な
い
。

管
見
の
及
ぶ
限
り
で
は
、
こ
の
語
は
先
ず
『
ク
タ
ド
ゥ
グ
・
ピ
リ
グ
』
に
現
れ
る
。
ラ
フ
メ
テ
ィ
・
ア
ラ
ト
の
校
訂
本
に
よ
れ
ば
、

(
川
崎
〉

ド
ゥ
グ
・
ピ
リ
グ
』
で
、

Z
N
と
い
う
単
語
は
合
計
十
九
回
出
現
す
る
が
、
一
回
を
除
い
て
穂
て

Z
N
a白
井
と
い
う
複
合
語
の
形
で
あ

し
か
も
そ
の
内
の
四
箇
所
で
は

Z
N
a自
存
官
岩
山
と
し
て
現
れ
る
。
最
初
の
引
用
は
、
四
人
の
主
要
登
場
人
物
の
う
ち
、

『
ク
タ

り

賢
者

-136ー

。mL巳
B
Z
が
軍
司
令
官
た
る
者
の
要
件
を
説
く
く
だ
り
で
あ
る
。

彼
の
盟
と
パ
ン
ま
た
食
料
は
津
山
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、

そ
の
馬
、
衣
服
、
武
器
は
彼
に
相
躍
し
く
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

食
物
、
飲
料
、
盟
と
パ
ン
は
、
ひ
と
の
名
聾
を
贋
め
る
、

食
物
、
飲
料
は
こ
の
生
命
の
薬
草
で
あ
る
か
ら
。

イ
ラ
(
イ
リ
〉
の
名
だ
た
る
人
が
何
と
い
っ
た
か
を
聞
け
、

お
L
、
幸
あ
る
も
の
よ
、
盟
と
パ
ン
を
贋
く
輿
え
よ
。

名
撃
、
名
血
管
を
望
む
な
ら
ば
、
盟
と
パ
ン
を
食
ま
せ
よ
、

生
命
を
望
む
な
ら
ば
、
同
じ
く
そ
れ
を
興
え
よ
。



ハ
将
軍
の
)
人
と
な
り
が
信
頼
で
き
寛
大
な
ら
ば
、

(
州
制
〉

(
戦
士
た
ち
は
)
盟
と
パ
ン
の
義
務
な
り
と
知
っ
て
人
の
義
務
を
果
た
す
。

放
が
誰
の
食
物
を
食
べ
よ
う
と
、
そ
の
者
の
た
め
に
働
け
、

忠
節
は
(
彼
の
〉
食
物
(
を
食
べ
る
こ
と
)
を
盆
々
正
賞
に
す
る
。

人
た
る
も
の
は
、
瞳
と
バ
ン
の
義
務
を
守
り
、

(

印

)

食
べ
さ
せ
て
く
れ
た
人
に
(
自
ら
の
)
頭
を
差
し
出
す
。

〈

日

〉

ア
ラ
ト
に
よ
れ
ば
命
を
犠
牲
に
差
し
出
す
こ
と
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
更
に
附
け
加
え
る
な
ら
、
上
に
立
つ
者

こ
の
最
後
の
行
は
、

は
下
の
者
に
食
料
を
始
め
と
し
て
豊
富
に
輿
え
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
「
思
想
」
は
既
に
、
オ
ル
ホ
ン
碑
文
か
ら
も
讃
み
取
る
こ
と
が
可
能
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
。
聞
ち
、
キ
ョ
ル
・
テ
ギ

ン
碑
文
の
有
名
な
一
節
(
東
自
1
N申
〉
ル
「
我
自
ら
が
カ
ガ

γ
と
な
っ
た
時
、
あ
ら
ゆ
る
土
地
に
〈
分

散
し
て
〉
行
っ
て
い
た
民
が
戻
っ
て
き
た
。
i

民
に
食
べ
さ
せ
る
た
め
に
、
:
:
:
我
は
大
軍
を
十
二
度
率
い
た
。
:
:
:
天
よ
恵
み
あ
れ
。
我
が
神
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威
ハ
ク
ト
ウ
)
有
る
が
放
に
、
我
が
幸
有
る
が
故
に
、
我
は
死
に
か
け
た
民
を
生
き
返
ら
せ
食
べ
さ
せ
た
。
裸
の
民
に
服
を
着
せ
、
貧
し
い
民

を
富
ま
せ
た
。
」
は
、
被
支
配
者
に
劃
す
る
恩
恵
の
授
興
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
り
、
言
外
に
反
劃
給
付
と
し
て
の
忠
誠
を
要
求
し
て
い
る
と

言
え
よ
う
。

「
食
べ
さ
せ
る
」
こ
と
と
「
着
せ
る
」
こ
と
へ
の
言
及
が
、

正
し
く
先
に
見
た
『
グ
タ
ド
?
グ
・
ピ
リ
グ
』
の
内
容
に
封
躍
し
て

い
る
離
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、

E
N
a白
井
廿
白
書
聞
と
い
う
熟
語
そ
れ
自
睦
は
ベ
ル
シ
ャ
語
の
カ
ル
ク
で
あ
る
可
能
性
も
今
の
と
こ
ろ
は
捨

て
切
れ
な
い
が
、
「
瞳
の
義
務
」
と
い
う
観
念
の
萌
芽
を
オ
ル
ホ
ン
碑
文
に
認
め
て
も
あ
な
が
ち
に
強
牽
附
舎
と
は
言
え
ま
い
。

「
撞
と
パ
ン
の
義
務
」
、
も
し
く
は
「
恩
義
」
の
意
味
に
お
け
る
「
盟
と
パ
ン
」
、
更
に
は
こ
れ
ら
に
関
連
す
る
表
現
は
、
時
代
と
地
域
を
間

わ
ず
、
中
央
ア
ジ
ア
の
ト
ル
コ
諸
語
に
贋
く
見
出
さ
れ
る
。
先
ず
一
四
世
紀
の
ホ
ラ
ズ
ム
語
で
は
、

ωミ
四
回
の
詩
に
、
「
瞳
と
パ
ン
を
忘
れ
ぬ

(
臼
〉

犬
L

と
い
う
一
句
が
あ
り
、
ブ
ダ
ゴ
フ
の
僻
書
に
は

Z
N
a百
件
グ
白
書
同
が
エ
ン
ト
リ
ー
さ
れ
、
「
パ
ン
と
盟
を
興
え
た
人
と
の
聞
に
良
い
関
係
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〈

臼

)

を
維
持
す
る
こ
と
」
と
注
さ
れ
て
い
る
。
現
代
ウ
ズ
ベ
ク
語
に
は
、

Z
N
E
と
m
G
L
E
N
-
c
m官
官

Z
立
曲
目
2
「
瞳
を
食
べ
て
瞳
入
れ
に
唾
す
る
、

即
ち
、
忘
恩
の
行
篤
を
行
う
」
、

Z
N
E
-
2
F
B
E
¥
E
E
E
B
Z
「
盟
を
白
く
す
る
¥
清
め
る
、
即
ち
、
善
行
に
善
行
で
報
い
る
」
等
の
表
現

(

臼

)

(

応

〉

が
あ
り
、
キ
ル
ギ
ズ
語
に
も

E
N
白
日
日
間

¥ENZ
回

E
B
「
恩
知
ら
ず
、
善
に
悪
で
報
い
る
者
」
等
が
知
ら
れ
て
い
る
。
東
ト
ル
キ
ス
タ
ン
で

も

ム
ッ
ラ
1
・
ム
l
サ
!
の
著
作
は
決
し
て
孤
立
し
た
例
で
は
な
く
、

一
九
八
五
年
に
カ
シ
ュ
ガ
ル
で
出
版
さ
れ
た
モ
グ
l
リ
ス
タ
ー
ン

ハ
ン
と
ア
ミ
l
ル
た
ち
の
嘉
藤
の
原
因
を
し
ば
し
ば
ア
ミ
l
ル
の
側
の
「
聾
の
無
視
、
開
ち
忘
恩

E

Z
ロ
曲
目
白
W
」

ハ
白
山
)

「
盟
の
義
務
は
大
き
な
義
務
で
あ
る
」
と
記
し
て
い
る
。
更
に
現
代
ウ
イ
グ
ル
語
に
も
ウ
ズ
ベ
ク
語
と
同
じ

E
NF
E
Z
-』

B
2
と

(

貯

〉

い
う
熟
語
が
あ
る
。
ム
ッ
ラ
l
・
ム
l
サ
ー
に
も
し
特
異
な
黙
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
瞳
の
義
務
」
と
い
う
観
念
を
持
ち
出
し
た
こ
と

で
は
な
く
、
そ
れ
を
不
信
者
で
あ
る
清
朝
皇
帝
と
の
関
係
に
ま
で
及
ぼ
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

ハ
ン
園
の
一
史
料
は
、

に
鯖
し
、

つ
い
で
な
が
ら
、
清
朝
は
モ
ン
ゴ
ル
の
正
統
を
縫
ぐ
者
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
東
ト
ル
キ
ス
タ
ン
を
支
配
す
る
合
法
性
を
持
っ
と
の
観
念
は
果

し
て
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
か
。

ム
ッ
ラ

I
・ム

l
サ
ー
は
ク
ル
パ

l
ン
・
ア
リ
l
に
従
い
つ
つ
、
明
清
の
変
替
を
衣
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
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終
に
モ
グ
l
ル
と
タ
タ
l
ル
は
合
意
し
て
、
大
軍
と
と
も
に
行
っ
て
北
京
の
町
を
占
領
し
て
住
ん
だ
。
モ
グ

1
ル
の
子
孫
(
で
あ
る
〉
マ

ン
ジ
ュ
の
部
族
か
ら
似
ロ
ロ
ロ
同
宮
ロ
吋
削
u
?仏
N

ロロ
m
(太
宗
の
息
子
、
順
治
)
と
い
う
者
に
支
配
の
王
冠
を
被
ら
せ
、
北
京
の
支
配
の
王
座
に

(

鴎

)

座
ら
せ
た
。

マ
ン
ジ
ュ
が
モ

γ
ゴ
ル
の
子
孫
で
あ
る
と
い
う
誤
り
を
含
む
に
せ
よ
、
こ
こ
で
は
清
に
よ
る
中
園
の
征
服
と
い
う
事
賓
が
は
っ
き
り
と
記
さ

れ
て
い
る
。
し
か
し
先
に
も
見
た
逼
り
、
著
者
は
、
チ
l
ン
・
マ

l
チ
l
ン
の
子
孫
が
六
、
七
千
年
間
引
き
績
き
ハ
ン
で
あ
っ
た
と
も
述
べ
て

シ
ナ
と
そ
の
皇
帝
に
閲
す
る
ム
ヅ
ラ
l

・ム

l
サ
l
の
知
識
は
か
な
り
混
凱
矛
盾
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た

お
り
、

彼
が
「
モ
ン
ゴ
ル
の
正
統
」
と
い
う
観
念
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
。

モ
ン
ゴ
ル
の
支
配
が
各
地
で
「
断
ち
切
ら
れ
た
」

こ
と
を
述
べ
た
後
に
ム
ッ
ラ
l

・ム

l
サ
l
は
言
う
。

モ
グ

l
リ
ス
タ
ー
ン
固
に
お
い
て
は
、

チ
ン
ギ
ズ
ィ
l
ヤ
の
子
孫
、

ト
ゥ
グ
ル
ク
・
テ
ィ
ム
l
ル
・
ハ
ン

l
彼
が
天
園
に
住
ま
い
す
る
よ



う
に

l
の
子
孫
で
あ
る
イ
ス
マ

1
イ
l
ル
・
ハ
ン
、

ム
ハ
ン
マ
ド
・
イ

l
ミ
l
ン
・
ハ
ン
に
至
る
ま
で
、
聞
も
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
一
一
二

O
年

ま
で
〈
モ
ン
ゴ
ル
の
〉
支
配
は
績
い
た
。
そ
の
後
こ
の
園
か
ら
も
、
彼
ら
の
支
配
は
断
ち
切
ら
れ
た
。
し
か
し
、
ト
ル
キ
ス
タ
ー
ン
と
ダ

(

印

〉

シ
ュ
テ
ィ
・
キ
プ
チ
ャ
ク
で
ロ
シ
ア
に
服
従
し
た
大
ボ
ロ
ス
や
役
人
、
カ
ル
マ
ッ
ク
の
聞
で
シ
ナ
皇
帝
に
服
従
し
た
ハ
ト
ゥ
ン
、

(

印

〉

チ
ン
ギ
ズ
ィ

1
ヤ
の
子
孫
で
あ
る
と
語
り
停
え
て
い
る
。

ハ
ン
た

ち
ゃ
、

ワ
ン
と
な
っ
た
高
位
の
ア
ミ

1
ル
た
ち
を
、

著
者
が
チ
ン
ギ
ス
・
ハ
ン
の
子
孫
の
末
路
に
つ
い
て
関
心
を
抱
い
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
開
心
以
上
の
も
の
で
は
な
い
で

あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
彼
は
こ
の
書
の
冒
頭
で
、

そ
の
完
壁
な
る
力
も
て
カ
リ
フ
と
ス
ル
タ

〈

但

〉

l
γ
の
王
冠
を
な
ん
び
と
の
頭
上
に
も
欲
す
る
逼
り
に
置
き
、
ま
た
な
ん
び
と
か
ら
も
欲
す
る
逼
り
に
取
り
去
る
御
方
」
と
一
神
へ
の
賛
辞
を
述

べ
て
い
る
。
後
で
再
び
見
る
通
り
、
ム
ッ
ラ

l
・ム

l
サ
ー
に
と
っ
て
は
歴
史
の
原
因
は
た
だ
紳
の
み
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
紳
は
時
に
は
ム

「
限
り
な
く
讃
え
ら
れ
て
あ
れ
、
彼
の
寓
有
の
主
、

ス
リ
ム
に
劃
し
て
不
信
者
の
支
配
を
興
え
る
、
量
り
難
い
神
意
の
紳
で
あ
っ
た
。

(
3〉

聖

戦
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ジ
ハ

l
ド
は
ム
ス
リ
ム
の
義
務
で
あ
る
。
し
か
し
、
あ
ら
ゆ
る
ム
ス
リ
ム
個
人
に
劃
し
て
遂
行
が
要
求
さ
れ
る
、
例
え
ば
「
信
仰
の
五
桂
」

の
如
き
個
人
の
絶
罰
的
義
務
公
民
仏
早
ど
る
と
は
異
な
り
、
通
常
の
朕
況
下
で
は
、
イ
ス
ラ

l
ム
共
同
盟
の
成
員
の
一
部
が
履
行
し
て
い
れ

(

臼

〉

ば
、
そ
の
他
の
者
に
は
克
除
さ
れ
る
類
の
義
務
公
民
仏
国

-
E
]

円
以
身
乙
で
あ
る
。
但
し
、
締
動
員
令
官
民
間
同
ぷ
白
日
〉
が
宣
せ
ら
れ
た
場
合
、
開
ち

不
信
者
の
敵
が

「
イ
ス
ラ

l
ム
の
家
」

に
侵
入
し
、

時
の
イ
マ

l
ム
が
戦
い
を
命
じ
る
場
合
に
は
、

ジ
ハ

l
ド
は
個
人
の
絶
調
的
義
務
と
な

る
。
プ
ル
ハ
l
ン
・
ア
ヅ
デ
ィ

1
ン
・
マ
ル
ギ

1
ナ

l
ニ

l
の
『
ヒ
ダ
l
ヤ
』
に
よ
れ
ば
、
そ
の
際
に
は
イ
マ
l
ム
が
正
し
い
人
聞
で
あ
る
か

否
か
は
問
題
に
は
な
ら
な
い
。
叉
、
通
常
の
場
合
、
ジ
ハ

l
ド
の
義
務
は
、
女
、
子
供
、
老
衰
、
盲
人
、
不
具
者
に
は
課
せ
ら
れ
な
い
が
、
綿

動
員
令
下
で
は
、
不
信
者
と
の
戦
い
は
あ
ら
ゆ
る
ム
ス
リ
ム
の
義
務
と
な
り
、
ジ
ハ

l
ド
を
行
う
た
め
で
あ
れ
ば
、
妻
は
夫
へ
の
、
奴
隷
は
主

人
へ
の
服
従
義
務
を
解
除
さ
れ
る
。
総
動
員
令
が
護
せ
ら
れ
た
地
域
の
ム
ス
リ
ム
が
不
信
者
を
撃
、
退
で
き
ぬ
場
合
に
は
、
ジ
ハ

l
ド
は
鄭
接
す
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る
地
域
の
ム
ス
リ
ム
の
絶
射
的
義
務
と
な
り
.
そ
れ
で
も
不
十
分
な
時
は
、
更
に
そ
の
郷
接
す
る
地
域
の
ム
ス
リ
ム
も
紹
劃
的
義
務
と
し
て
そ

〈

臼

〉

れ
を
遂
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ハ
ナ
フ
ィ

1
波
法
撃
の
こ
の
よ
う
な
規
定
を
前
提
に
し
て
東
ト
ル
キ
ス
タ
ン
の
歴
史
を
見
直
す
と
、
些
か
奇
異
の
感
を
抱
か
ざ
る
を
得
な

ぃ
。
先
に
も
燭
れ
た
通
り
、

そ
の
寅
態
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
る
に
せ
よ
、

「イ

ス
ラ

I
ム
神
聖
園
家
」
は
不
信
者
カ
ル
マ
ヅ
ク
の
宗
主
権
の

も
と
に
成
立
し
た
の
で
あ
り
、
清
朝
の
征
服
に
際
し
て
も
、
進
ん
で
こ
れ
を
受
け
入
れ
る
勢
力
も
存
在
し
た
。
そ
の
一
方
で
マ
ブ
ド
ウ

l
ミ・

ザ
l
デ
の
う
ち
プ
ル
ハ

1
ン
・
ア
ッ
デ
ィ
l
ン
の
子
孫
た
ち
を
指
導
者
に
戴
く
勢
力
が
貧
力
で
反
抗
を
縫
績
し
た
こ
と
も
、
こ
こ
に
繰
り
返
す

ま
で
も
な
い
周
知
の
事
柄
で
あ
り
、
東
ト
ル
キ
ス
タ
ン
は
法
寧
が
想
定
す
る
よ
う
な
、
軍
一
の
イ
マ

l
ム
の
下
に
一
臆
の
統
合
を
果
た
し
て
い

る
イ
ス
ラ

l
ム
祉
舎
で
は
な
か
っ
た
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
反
清
勢
力
の
軍
事
行
動
は
、

「
聖
戦
を
呼
競
し
て
」
と
述
べ
ら
れ

る
の
が
常
で
あ
る
が
、
翻
っ
て
考
え
て
み
る
と
、
彼
ら
の
陣
営
の
者
の
手
に
な
る
史
料
が
な
い
と
い
う
事
情
も
あ
っ
て
、
こ
れ
を
質
際
に
謹
明

す
る
の
は
些
か
困
難
で
あ
る
。
例
え
ば
、

ジ
ャ
ハ

1
ン
ギ
l
ル
・
ホ

l
ジ
ャ
と
コ

1
カ
ン
ド
の
ム
ハ
ン
マ
ド

・
ア
リ

1
・
ハ
ン
の
カ
シ
ュ
ガ
ル
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ち
遠
征
と
呼
ば
れ
る
の
み
で
、

へ
の
侵
入
を
比
較
的
詳
し
く
停
え
る

コ
1
カ
ン
ド
の
歴
史
書

『
タ
l
リ
l
ヒ・

シ
ャ
フ
ル
ヒ

l
』
に
就
い
て
見
て
も
、
軍
事
行
動
は
官
品
開

(

臼

〉

ジ
ハ

l
ド
の
語
は
使
用
さ
れ
て
い
な
い
。
も
っ
と
も
、
不
思
議
な
こ
と
で
は
あ
る
が
、

ジ
ハ

l
ド
の
語
が
現
れ
る
こ
と
は
極
め
て
希
で
あ
っ
て
、
専
ら
ガ
ザ

l
、

一
八
六
四
年
の
反
凱
に

闘
す
る
ム
ス
リ
ム
側
の
記
録
に
も
、

ガ
ザ
l
ト
が
用
い
ら
れ
て
い

る

従
っ
て
、

ジ
ャ
ハ

l
y
ギ
l
ル
の
ガ
ザ
ー
を
も
ジ
ハ

l
ド
の

シ
ノ
ニ
ム
と
し
て
理
解
す
べ
き
な
の
か
も
知
れ
な
い
。

事
貫
『
タ
l
リ
l

ヒ
・
シ
ャ
フ
ル
ヒ

l
』
に
も
「
不
信
者
ヒ
タ
イ
に
劃
す
る
ガ
ザ

l
」
と
い
う
表
現
が
見
ら
れ
る
。
叉
、
こ
の
事
件
の
際
に
清
朝
側
に
歯
獲
さ
れ

ジ
ャ
ハ
l
ン
ギ
l
ル
が
ム
ス
リ
ム
を
「
愛
憐
想
念
」
し
て
い
る
こ
と
、
彼
の
顔
を
見
れ
ば
雨
世
の
一
帽
を
受
け
ら
れ
る
こ
と
、
従

(

臼

〉

っ
て
命
と
財
を
捧
げ
て
彼
を
迎
え
る
べ
き
こ
と
が
説
か
れ
て
い
た
と
い
う
が
、
こ
の
内
容
は
一
八
六
四
年
の
ラ
l
シ
デ
ィ

1
ン
の
聖
戦
の
プ
ロ

(

印

)

パ
ガ
ン
ダ
に
極
め
て
似
通
っ
て
お
り
、
ガ
ザ
l
か
ジ
ハ
l
ド
か
と
い
う
言
葉
の
問
題
は
ひ
と
ま
ず
措
い
て
、
彼
ら
の
行
動
が
「
聖
戦
」
の
意
識

た
文
書
に
は
、

に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
承
認
出
来
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
反
謝
す
る
ム
ス
リ
ム
の
側
か
ら
す
れ
ば
、
彼
ら
の
侵
入
は
嘗



然
「
聖
戦
」
で
は
あ
り
え
な
か
?
た
。
こ
の
陣
営
か
ら
見
れ
ば
ジ
ャ
ハ

l
ン
ギ
l
ル
の
息
子
ワ
リ
l
-
ハ
ン
は
、

(
m
w
〉

「
詐
欺
師
、
無
業
者
」
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

「
狼
狽
者
の
ア
ン
デ
ィ
ジ
ャ

ー
ン
人
」
で
あ
り
、
そ
の
配
下
は
、

一
八
五
七
年
、

ワ
リ
l
・
ハ
ン
の
軍
勢
が
接
近
す

る
と
、
前
述
の
ヤ
ル
カ
ン
ド
の
ハ

l
キ
ム
、

ア
フ
リ
ー
ド
ヮ

I
γ

・
ワ
ン
は
、
次
の
よ
う
な
フ
ァ
ト
ヮ
ー
を
出
さ
せ
た
。

フ
ァ
ト
ワ
ー
を
渡
せ
し
め
て
、
町
と
村
に
逢
っ
た
。

知
恵
あ
る
者
も
愚
か
な
者
も
、
皆
が
シ
ャ
リ

l
ア
の
命
令
(
フ
タ
ム
〉
を
理
解
し
た
。

ど
の
方
向
か
ら
強
盗
が
来
て
も
、
打
殺
せ
。

も
し
好
機
が
あ
れ
ば
、

こ
れ
が
シ
ャ
リ
l
ア
の
命
ず
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
何
故
な
ら
生
命
を
護
る
こ
と
は
義
務
で
あ
る
か
ら
。

(
彼
ら
を
〉
捕
ら
え
よ
。
し
か
し
彼
に
味
方
す
る
な
。

〈

伺

〉

(
そ
れ
は
)
背
教
で
あ
る
。
信
仰
は
消
え
去
る
。
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も
し
彼
に
服
す
れ
ば
、

恐
ら
く
は
ワ
リ
l
・
ハ
ン
の
側
も
「
聖
戦
を
呼
競
し
た
」
こ
と
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
こ
で
は
同
じ
シ
ギ
リ
l
ア
か
ら
演
緯
さ
れ
た
、
し
か
も

互
い
に
排
除
し
あ
う
こ
つ
の
フ

ク
ム
が
同
時
に
示
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
事
態
は
ム
ス
リ
ム

同
志
の
戦
い
に
際
し
て
も
充
分
起

こ
り
得
た
こ
と
で
は
あ
る
が
、
こ
の
場
合
に
は
、

め
て
「
特
殊
な
」
目
的
を
持
っ
て
い
た
。

一
方
の
側
は
不
信
者
の
支
配
を
擁
護
す
る
と
い
う
イ
ス
ラ

l
ム
法
撃
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
極

一
八
六
四
年
の
反
観
に
な
る
と
様
相
は
一
獲
し
た
。
清
朝
の
側
に
立
ち
、
反
観
に
反
劃
す
る
フ
ァ
ト
ヮ
ー
を
調
達
す
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
て

い
た
ム
ス
リ
ム
支
配
層
が
、
逆
に
反
蹴
に
荷
携
す
る
か
、
も
し
く
は
蜂
起
寧
に
よ
っ
て
殺
害
さ
れ
-
聖
戦
を
是
と
す
る
フ
ァ
ト
ワ

l
の
み
が
渡

せ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
イ
リ
の
ハ

l
キ
ム
、

一ア
ブ
ド
・
ラ
ス
ル
は
、
清
朝
に
よ
る
虐
殺
を
恐
れ
る
ト
ゥ
ン
ガ
ン
か
ら
保
護
を
求
め

ら
れ
て
、

ナ

1
ス
ィ
ル
・
ア

ッ
デ
ィ

l
ン
と
い
う
カ

l
デ
ィ

l
に
フ
ァ
ト
ワ
ー
を
仰
ぐ
。

こ
の
ト
ゥ
ン
ガ
ン
た
ち
に
、
永
J

ヘ
友
た
れ
/
不
死
鳥
の
如
く
勇
敢
た
れ
。
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こ
の
不
幸
な
者
た
ち
に
慈
悲
を
な
せ
/
紳
の
御
前
で
戦
士
た
る
こ
と
を
得
よ
。
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多
く
の
報
い
は
ガ
ザ

l
ト
の
上
に
あ
る
/
こ
の
世
の
柴
華
に
盲
て
は
な
ら
ぬ
。

力
を
壷
く
し
て
、
急
ぎ
イ
ス
ラ

l
ム
を
聞
け
/
創
も
て
敵
の
血
を
撤
き
散
ら
せ
。

こ
れ
が
フ
ァ
ト
ヮ
ー
で
あ
る
、
事
に
首
る
王
よ
/
汝
は
南
世
に
わ
た
っ
て
強
力
な
る
者
。

勇
敢
な
る
カ

l
デ
ィ

l
・
ア
ホ
ン
は
こ
の
よ
う
に
述
べ
/
王
、

王
座
の
主
は
受
諾
し
た
。

(
的
〉

フ
ァ
ト
ヮ
ー
を
総
て
の
ア
ホ
ン
た
ち
に
輿
え
/
イ
ス
ラ

l
ム
を
開
く
こ
と
へ
と
向
か
わ
せ
た
。

「
イ
ス
ラ

l
ム
を
開
く
」
と
い
う
の
は
嘗
時
の
史
料
に
頻
出
す
る
言
葉
で
あ
る
が
、
具
瞳
的
に
は
不
信
者
を
一
掃
し
て
イ
ス
ラ

l
ム
の
権
力

を
樹
立
す
る
こ
と
を
指
す
。
即
ち
聖
戦
の
遂
行
で
あ
る
。
但
し
、
東
ト
ル
キ
ス
タ
ン
各
地
の
蜂
起
に
際
し
す
べ
て
、
イ
リ
の
場
合
の
よ
う
に
カ

l
デ
ィ

1
、
今
テ
ィ
ー
に
よ
る
フ
ァ
ト
ワ
l
の
宣
布
が
あ

っ
た
と
は
断
言
で
き
な
い
。

紳
秘
主
義
者
が
反
観
の
指
導
者
と
な
っ
た
ク
チ
ャ
や

けホ
と タ
なン
つ〈の

た70場
。)合

L、 fこ

ずは
れ、

し
で
も

フ
ァ
ト
ワ

l
の
宣
布
で
は
な
く
、
預
言
者
や
聖
者
の
霊
魂
か
ら
の
告
知
も
し
く
は
是
認
が
、
聖
戦
を
震
動
す
る
き
っ
か

-142ー

不
信
者
の
軍
事
力
が
現
に
存
在
し
て
い
る
こ
の
地
域
で
の
「
聖
戦
」
は
、
す
べ
て
の
ム
ス
リ
ム
に
と
っ
て

の
「
組
劉
的
義
務
」
と
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
(
筆
者
は
、
一
九
世
紀
の
史
料
の
紹
介
を
行
っ
た
蓄
積
に
お
い
て
、
宮
山
町
民
営

P
&
.
aロ
合
同
-R
と
い

(

九

〉

う
一
句
を
「
こ
の
聖
戦
は
人
た
る
者
の
義
務
で
あ
る
」
と
謬
し
た
が
、
こ
れ
で
は
不
十
分
で
あ
り
正
し
く

F
&
‘
ミ
ロ
と
い
う
語
が
現
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
J

で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
清
朝
皇
一
一
帝
へ
の

「
瞳
の
義
務
」

を
遵
守
し
よ
う
と
し
た
ア
フ
マ
ド
・
ワ
ン
は
同
宗

者
の
手
に
倒
れ
る
外
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

四

「
盟
の
義
務
」
と
「
聖
戦
」
の
聞
で

ア
フ
マ
ド
・
ワ
ン
は
「
瞳
の
義
務
」
に
殉
じ
て
命
を
終
え
た
が
、
若
き
日
の
ム
ッ
ラ
l

・ム

l
サ

l
は
「
聖
戦
」
に
加
わ
っ
た
。
東
ト
ル
キ

し
か
し
ヤ

l
ク
l
プ
・
ベ
グ
に
各
個
撃
破
さ
れ
、
や
が
て
は
彼
も
倒
れ
て
清
朝
の
支
配
が

復
蹄
す
る
。
総
て
を
目
撃
し
た
ム
ッ
ラ
l

・
ム

l
サ

l
の
心
境
は
複
雑
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
彼
が
自
身
の
著
作
の
改
訂
を
繰
り
返
し
次
第
に

ス
タ
ン
に
「
イ
ス
ラ

l
ム
を
聞
い
た
」
諸
勢
力
は
、



言
葉
を
附
け
加
え
て
行
っ
た
の
は
、
錯
綜
す
る
思
い
を
表
現
す
る
た
め
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

、H
，
〉
唱
に
は
見
え
ず
、
、
H

，
〉
自
由
以
降
の
ム
カ
ヅ
デ
ィ
マ
の
終
り
近
く
に
加
筆
さ
れ
て
い
る
「
一
簡
は
そ
の
一
例
で
あ
り
、
清
朝
の
役
人
の
ム

ス
リ
ム
に
劃
す
る
匪
政
と
背
信
の
行
震
を
記
し
た
後
に
、
以
下
の
よ
う
に
績
く
ー
ハ
吋
〉
自
回
は
著
者
の
自
筆
篤
本
で
あ
り
、
パ
イ
ト
ウ
ル
誇
も
自
筆
篤

-
本
に
基
づ
く
こ
と
に
留
意
し
た
い
J

〈
役
人
た
ち
が
〉
自
ら
を
創
に
相
躍
し
い
者
と
し
た
が
た
め
に
、
人
民
は
や
む
を
得
ず
目
上
に
立
つ
者
た
ち
の
頭
に
剣
を
振
り
下
ろ
し

た
。
紳
よ
護
り
給
え
。
〔

a
も
し
も
、
こ
の
よ
う
で
な
か
っ
た
な
ら
良
か
司
た
の
に
。
〕
〔
b
し
か
し
、
ガ
ザ

I
ト
を
行
っ
た
こ
れ
ら
の
人

人
を
戦
士
ハ
ガ
l
ズ
ィ
l
〉
、
殉
教
者
(
シ
ャ
ヒ
l
ド
〉
と
言
わ
ぬ
の
に
は
ま
た
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
〕
偉
大
な
る
紳
が

自
ら
の
永
遠
の
知
恵
に
よ
っ
て
大
な
る
者
と
さ
れ
、
命
令
者
の
地
位
を
お
興
え
に
な
っ
た
、
大
い
な
る
柴
光
の
主
で
あ
る
偉
大
な
パ
l
デ

ィ
シ
ャ

l
に
劃
し
、
〔

c
も
し
く
は
彼
に
従
う
家
来
に
劉
し
〕
創
を
向
け
、
そ
の
命
令
服
従
か
ら
脱
す
る
こ
と
は
、
如
何
な
る
宗
涯
、
宗

〈
刊
M

)

に
お
い
て
も
、
正
し
く
な
い
。

教
〔
d
民
族
の
慣
行
〕

~143 ー

吋
〉
目
印
と
吋
恒
自
由
に
見
え
て
バ
イ
ト
ヮ
ル
需
に
は
な
く
、
後
者
で
は
代
り
に
b
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

c
は
、
、
吋
〉
自
由
に
は
見

え
ず
、
叶
恒
ヨ
印
と
パ
イ
ト
ゥ
ル
需
に
現
れ
、

d
は
バ
イ
ト
ヮ
ル
誇
に
の
み
現
れ
る
。
(
但
し
、

d
で
は
誇
者
が

g
Eえ
を
「
民
族
」
の
意
に
誤
解
し

て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
J

ム
ッ
ラ
l
・
ム
l
サ
ー
は
、
蜂
起
が
や
む
を
得
な
い
行
震
で
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
つ
つ
も
、
最
終
的
に
は
蜂
起
し
た

者
た
ち
に
劃
し
て
殉
教
者
の
地
位
を
担
否
す
る
。
そ
れ
は
不
信
者
が
ム
ス
リ
ム
を
支
配
す
る
こ
と
を
も
紳
の
揖
理
と
し
て
認
め
る
か
ら
に
外
な

a
は、

ら
な
い
。現

世
の
パ
l
デ
ィ
シ
ャ
ー
や
ハ
l
キ
ム
た
ち
は
、
我
ら
の
力
と
勇
気
に
よ
っ
て
国
々
を
取
り
、
征
服
し
、
服
属
さ
せ
た
、
と
言
っ
て
自
負

自
晶
与
す
る
。
し
か
し
、
本
嘗
は
員
の
行
篤
者
は
、
神
ー
そ
の
御
業
の
讃
え
ら
れ
て
あ
れ
|
主
権
の
主
、
永
遠
に
生
き
る
者
御
自
身
で
あ

る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
信
仰
を
持
つ
イ
ス
ラ
l
ム
の
パ

l
デ
ィ
シ
ャ
ー
で
あ
れ
、
信
仰
を
持
た
ぬ
パ

l
デ
ィ
シ
ャ
ー
で
あ
れ
、
至
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高
の
一
脚
が
御
自
ら
の
永
遠
の
知
恵
を
も
っ
て
相
躍
し
い
と
認
め
、
民
の
上
に
主
人
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
に
は
、
そ
の
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時
の
パ

l
デ
ィ
シ
ャ
ー
や
ハ

l
キ
ム
、
地
域
の
役
人
た
ち
の
た
め
に
、
彼
ら
の
正
義
と
幸
一
帽
の
た
め
に
祈
願
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
パ

な
き
パ

l
デ
ィ
シ
ャ
ー
で
あ
っ
て
も
亦
、

ー
デ
ィ
シ
ャ
ー
が
ム
ス
リ
ム
で
あ
れ
ば
、
彼
の
た
め
に
祈
願
す
る
こ
と
は
、
太
陽
よ
り
も
明
ら
か
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
た
と
え
信
仰

何
故
な
ら

彼
ら
の
正
義
と
幸
福
の
た
め
に
祈
願
す
る
こ
と
は
、

ば
、
こ
の
種
の
パ

l
デ
ィ
シ
ャ
ー
も
亦
紳
の
恩
簡
の
一
部
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
詩
句
。
あ
ら
ゆ
る
朕
況
に
感
謝
す
る
こ
と
こ
そ
肝
要
、

(
向
日
〉

決
し
て
こ
れ
よ
り
悪
く
な
り
ま
せ
ぬ
よ
う
に
。

必
要
か
つ
不
可
依
で
あ
る
。

ジ
ハ

l
ド
が
未
だ
現
質
の
も
の
と
な
っ
て
い
な
い
神
意
を
現
世
に
お
い
て
貧
現
す
る
た
め
の
行
震
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

ム
ッ
ラ

l
・
ム

l
サ

ム
ス
リ
ム
た
る
者
は
そ
れ
を
質
現
す
る
責
を
負
う
の
か
。

ー
は
逆
に
現
世
の
一
切
を
神
意
の
賓
現
と
し
て
受
け
入
れ
る
。
神
意
は
既
に
寅
現
さ
れ
て
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
れ
は
未
設
の
朕
態
に
あ
っ

て

、

「

盟

の

義

務

」

を

現

賓

の

統

治

睦

制

へ

の

忠

誠

も

し

く

は

容

認

と

言

い

換

え

る

こ
と
が
可
能
で
あ
る
な
ら
ば
、
清
朝
支
配
下
の
ム
ス
リ
ム
が
直
面
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
難
聞
は
、
現
在
も
な
お
多
く
の
ム
ス
リ
ム
の
抱
え
る

問
題
で
あ
り
、
彼
ら
は
「
ジ
ハ

l
ド
」
と
「
撞
の
義
務
」
の
聞
に
依
然
と
し
て
立
ち
績
け
て
い
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

-144ー

註(
1
〉
中
見
立
夫
「
モ
ン
ゴ
ル
」
(
関
野
英
二
他
『
内
陵
ア
ジ
ア
』
、
朝
日
新

開
祉
、
一
九
九
三
年
〉
。

(
2
〉
例
え
ば
、
東
ト
ル
キ
ス
タ
ン
の
分
離
濁
立
を
主
張
す
る
人
々
の
立
場

で
あ
る
。
そ
の
歴
史
観
を
代
表
す
る
著
作
は
、
冨
ロ
ザ
曲
目
白
色
〉

B
Z

固
め
間
切
口
時

H
P
句
司
令
叫
】
駒
込
宮
E
5
1ぶ
れ

ω江
口
同
阿
国
同
・

5
8。

ハ
3
〉
卒
定
回
部
告
成
大
拳
碑
文
、
『
欽
定
皇
輿
西
域
園
士
官
各
首
一
。

(
4
〉
『
御
製
皇
輿
西
域
闘
志
』
序
。

ハ5
〉
『
御
製
西
域
同
文
士
山
』
序
。

〈

6
)
附
内
田

Ng何
Er--
同
h
m
Q島
4
.
5
h
・8
h
s
a
n
F
N.F
-
H
己
B
E
E
Cロ
(
『
欽

定
西
域
同
文
志
・
研
究
篇
』
東
洋
文
庫
業
刊
第
十
六
、
一
九
六
四
年
)

M
M

・
H
H
M
】・

(

7

)

島
田
慶
次
「
襲
自
珍
『
傘
隠
』
」
(
『
前
近
代
ア
ジ
ア
の
法
と
社
倉
』

仁
井
田
陸
博
士
迫
悼
論
文
集
、
第
一
巻
、
動
草
書
房
、
一
九
六
七
年
)

四
四
一
一
良
。
以
下
の
「
卒
等
」
と
い
う
言
葉
も
島
回
数
授
か
ら
の
借
用

で
あ
る
。

(

8

)

『
興
自
珍
全
集
』
(
上
海
人
民
出
版
社
、
一
九
七
五
年
〉
一

O
五
頁
。

(

9

)

楊
書
森
編
『
左
文
裏
公
全
集
』
奏
稿
巻
五
六
、
「
緋
理
新
彊
善
後
事

宜
摺
」
。
新
彊
に
お
け
る
漢
語
象
習
の
強
制
と
そ
れ
に
た
い
す
る
抵
抗

に
つ
い
て
は
、
宮
-
E曲目
M
W

門
芯
¥
‘
戸
田
昨
日
ロ
国
吉
町
巴
O
ロ
ι己
目
。
ロ
〈
0
5
0口同

ロ
mw
巴
O
ロ
m
L
V
Z
m
w
M阿
南門
口

Hroamw
ロ
O
H
F
0
2と
(
M
C

ロい山知ロ同一〉¥"の
s
a
s
h
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db
e詩
句
臣
、

suFg-・由、同
0
・H
・

s-NUls。

〈m
)

上
銀
守
吐
魯
番
領
際
大
巨
費
公
書
、
『
組
問
自
珍
全
集
』
、
三
一

O
頁。

(
U
〉
貌
源
『
聖
武
記
』
、
園
朝
綴
服
蒙
古
記
一
。

b

(
ロ
)
卒
定
準
鳴
爾
告
成
大
暴
碑
文
、
『
欽
定
皇
輿
西
域
闘
志
』
巻
首
一
。

〈
お
〉
い
わ
ゆ
る
「
モ
ン
ゴ
ル
の
正
統
」
理
論
、
も
し
く
は
「
モ
ン
ゴ
ル
喬一

圏
縫
承
圏
家
」
論
に
つ
い
て
い
え
ば
、
問
題
に
さ
れ
て
い
る
の
が
嘗
事

者
た
ち
の
意
識
な
の
か
、
そ
れ
と
も
現
代
の
歴
史
家
の
歴
史
認
識
な
の

か
、
と
い
う
貼
が
私
に
は
い
ま
一
つ
良
く
理
解
出
来
な
い
。

J

候
に
「
現

在
の
タ
タ
ル
自
治
共
和
園
の
タ
タ
ル
人
、
カ
ザ
フ
共
和
園
の
カ
ザ
フ

人
、
ウ
ズ
ベ
ク
共
和
園
の
ウ
ズ
ベ
ク
人
は
、
す
べ
て
こ
の
ジ
ョ
チ
家
の

ハ
l
ン
た
ち
と
と
も
に
移
住
し
た
そ

γ
ゴ
ル
人
た
ち
の
後
育
で
あ
る
」

(
岡
田
英
弘
『
世
界
史
の
誕
生
』
、
筑
摩
書
房
、
一
九
九
二
年
、
二

O

ニ
頁
〉
と
し
て
も
、
果
し
て
彼
ら
は
そ
う
じ
た
自
己
認
識
を
持
っ
て
い

る
で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
私
が
フ
ィ
ー
ル
ド
・
ワ
ー
ク
の
際
に
出
曾

っ
た
新
彊
の
カ
ザ
フ
人
に
と
っ
て
、
モ
ン
ゴ
ル
と
は
彼
ら
と
混
住
し
て

い
る
チ
ャ
ハ
ル
や
ト
ル
グ
l
ト
の
こ
と
で
あ
り
、
彼
ら
に
自
ら
が
モ
ン

ゴ
ル
の
子
孫
で
あ
る
と
の
認
識
は
存
在
し
な
い
。

〈
M
〉

〉
-krr
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comprehensive ｅχplanationfor all the changes pointed above at the same

time.

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－
BETWEEN THE “DUTY OF ＳＡＬＴ” AND “ＪＺＺ£４Ｚ）”

　　　　　　　　　　　　　

Hamada Masami

　　

How the Qing dominion of the Eastern Turkistan acquired the neces-

sary legitimacy ？　The emperor Qianlong 乾隆was deeply convinced of

the universality of his“Celestial Fortune” to ｅχpand his dominion over the

Ｎｅｗ Ｔｅｒｒiｔｏｒｙ,whileits Muslim inhabitants had, needless to say, no-

thing to do with the Confucian idea of polity. According to the Muslim

view on the world, it is divided in tｗｏ:the House of Islam and the

House of War. The Muslims of Eastern Turkistan got to know till the

end of the 19th century, at latest, the juristic opinion. that a believer who

finds himself in the House of War has to immigrate to the other part of

the world, conformably to the Prophet's way. But in reality, they lived

under subjugation to the infidels for centuries. It is true that among the

local Muslims there existed always the anti-Qing faction which, from time

to time, invoked the ｊｉｈａｄ．butthe majority, from hereditary ｔむａれｇdown.

vindicated the Qing dominion｡

　　

It is well known that the Qing authorities took ａ sort ｏ{　laiｓｓｅｒ.

かかg policy towards the local Muslim society of χin Jiang新疆so that its

ruling class, so called begs, could conduct themselves like true independent

rulers vis-d-vts their coreligionists subordinated to them. Until 1864, the

question whether the Eastern Turkistan had changed into the House of

War was scarecely raised and the native &昭s regarded their subjugation to

the Qing as ａ matter of course, being based on their proper moral sense

of which the sources were anything but the Islamic jurisprudence｡

　　

First, they were convinced of the justice, ０ｒto say more precisely,

fairness, of the emperors of China comparable with Anusirvan.“Indeed

they are infidel, but righteous. So you have to obey them.”Secondary,

they were bound in sense of duty, duty of salt (and bread) tuz (ｅｔｍｅｋ）

－５－



haqqt, which claimed to submit to anyone who had given favors.　The

term itself appeared for the firsttime in Qutadgu召μな-, but its conception

could be traced back to the Orkhon inscription. The term and the notion

existed and maybe exist today too in all the Turkic-Muslim societies, from

Central Asia to Anatolia. The native ruling class of Eastern Turkistan

only had to apply it to the relation with their infidel rulers｡

　　

For the Muslimｓ， ｊｉｈａｄmeans the human efforts to realize the god's

will that the whole world should accept the Islamic faith or submit to the

Islamic political power. But Mulla Musa SayramI, ａ native historian,

refused to consider the uprising of 1864 as jihad, because he accepted even

the infidel dominion over Muslims as divine providence and insisted on

discharging the “duty of salt”.　He and his contemporaries were ambiva-

lently situated between the sacred obligation and the“secular” moral sense.

－６－


